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◇書 評◇

GrantR.Gi皿ett,Jo㎞McMillan

Co鰓cε 側sπe88α πd .乃;3'eπ'彦oηα窃砂

JohnBenjamins,2001

村 上 賢 治

心
の
特
性
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
時
、
大
き
く
分
け
て
、
⊇
忌

識
」
と

「志
向
性
」
の
二
つ
の
特
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
最
近
の
心
の
哲
学
の
議

論
で
は
、
こ
の
志
向
性
を
自
然
化
し
よ
う
と
い
う
様

々
な
試
み
が
な
さ
れ
て
き

た
。
例
え
ば
、
ミ
リ
カ
ン
や
ド
レ
ツ
キ
と
い
っ
た
哲
学
者
は
、
志
向
性
を
生
物

学
的
用
語
で
理
解
可
能
な
表
象
的
機
能
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
試

み
も
、
志
向
性
と
意
識
に
つ
い
て
の
進
化
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
自
然
主

義
的
説
明
を
与
え
る
と

い
う
方
向
性
を
持

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
本
書
の
著
者
は
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
レ
チ
を
採
ら
な

い
。
ま
た
、

志
向
性
に
つ
い
て
の
自
然
王
義
的
説
明
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
い
。
む

し
ろ
、
本
書
で
の
著
者
の
立
場
は
、
「志
向
性
と
は
心
的
で
あ
る
こ
と
の
目
印
で

あ
る
」
と

い
う
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
観
点
か
ら
、
意
識
の
構
造
や
志
向
性
と
は
何

な
の
か
を
考
祭
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
目
標
は
、
第

一
に
、
志
向
性
と
意
識
に
つ
い
て
現
象
学
的
な
観
点
か

ら
迫
り
、
そ
の
本
性
を
説
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
内
容
あ
る
思
考
を
支
え

て
い

る
の
は
意
識
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
志
向
的
に
関
わ
る
よ
う
な
対
象
が
意
識
を

豊
か
な
も
の
に
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
説
明
す
ろ
こ
と
が
目
標
で
あ
る
。
そ

の
際
、
現
象
学
の
伝
統
的
な
主
張
を
、
言
語
哲
学
や
分
析
哲
学
の
観
点
か
ら
、

解
釈
す
る
と

い
う
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
第
二
の
目
標

は
、
こ
の
志
向
性
と
意
識
の
説
明
が
、
前
述
の
よ
う
な
進
化
論
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
や
そ
の
他
の
科
学
的
知
見
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を

示
す
こ
と
で
あ
る
。
大
き
く
分
け
て
、
本
書
に
は
こ
の
二
つ
の
目
標
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

本
書
は
8
章
構
成
で
、
内
容
は
多
岐
に
わ
た

っ
て
い
る
。
以
下
、
大
ま
か
に
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各
章

の
内
容
を
述
べ
よ
う
と
思
う

。
1
章

「意
識
と
志
向
性
の
基
礎
」
で
は
、

意
識
ど
志
向
性
に
つ
い
て
の
基
礎

的
な
考
察
が
な
さ
れ
、
社
会
や
環
境
を
重
視

」

し
た
形
で
の
説
明
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
2
章

「
言
語
と
意
識
」
で

は
、
言
語

・
概
念
獲
得
に
お
け
る
発
達
心
理
学
の
知
見
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

言
語

・
概
念
と
意
識
は
深
く
関
わ

っ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
関
係
に
社
会
が
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
3
章

「意
識
の
対
象
」
で
は
、

意
識
内
容
と
そ
の
対
象

の
関
係
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
じ
.

て
、
そ
の
関
係
が
概
念
に
よ

っ
て
関
係
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
4
章

「意
識
と
行
為
」
で
は
、
前
章
ま
で
の
意

識
と
志
向
性
の
説
明
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
成
果
を
行
為
の
分
析
に
適
用
し
、
行

為
は
志
向
的
な
内
容
を
持
ち
、
目
的
的
な
も

の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
述
べ
ら

れ
る
。
5
章

「意
識
と
社
会
」
で
は
、
自
己
や
個
性
と

い
っ
た
意
識
の
特
徴
の

形
成
に
社
会
が
影
響
し
で

い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
6
章

「意
識
と
脳
」

で

は
、
意
識
の
ス
ム
ー
ズ
な
物
理
学
的
還
元
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

7
章

「動
物
の
意
識
」
で
は
、
人
間
の
意
識
と
動
物
の
意
識
の
差
を
考
察
す
る

中
で
、
人
間
の
行
為
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
規
範
性
が
強
調
さ
れ
る
。
8

章

「例
外
的
な
意
識
」
.で
は
、
意
識

や
志
向
性
に
つ
い
て
の
著
者
の
見
解
か
ら
、

意
識
の
例
外
と
し
て
扱
わ
れ
が
ち
な
フ
ロ
イ
ト
流
の
無
意
識
の
説
明
を
試
み
て

、

い
る
。

先
に
挙
げ
た
第

一
の
目
標
に
関
わ
る
部
分
は
、
主
に
1
章
か
ら
3
章
、
そ
し

て
、
そ
の
補
足
と
し
て
4
章
と
5
章
が
当

て
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

第
二
の
目
標
に
つ
い
て
は
、
主
に

6
章
か
ら
8
章
が
当

て
ら
れ
て
い
る
。
本
稿

で
は
、
ジ
レ
ッ
ト
と
マ
ク
ミ
ラ
ン
の
意
識
と
志
向
性
の
説
明
の
冲
心
を
な
し
て

い
る
、
第

一
の
目
標
に
関
す
る
議
論
を
中
心
に
述
べ
て
い
こ
う
と
思
う
。
.し
た

が

っ
て
、
第
二
の
目
標
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
立
ち
入
ら
な
い
。

1
章

「意
識
と
志
向
性
の
基
礎
」
で
ば
、
意
識
と
志
向
性
の
概
念
分
析
が
中

心
と
な

っ
て
い
る
。
意
識
を
説
明
す
る
際
、
我
々
は
隠
れ

「デ
カ
ル
ト
主
義
者
」

に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
デ
カ
ル
ト
主
義
的
観
点
」
、

つ
ま
り
、
内
的
な
思
考
や
内
容
は
当
人
に
と

っ
て
の
み
ア
ク
ゼ
.ス
可
能
で
私
的

・

な
も
の
で
あ
る
と

い
う
観
点
は
、
思
考
の
伝
達
や
語
の
意
味
に
つ
い
て
深
刻
な

事
態
を
も
元
ら
す
。
自
分
の
内
的
な
思
考
を
伝
達
す
る
際
、
他
人
か
ら
は
、
ど

の
語
が
ど
の
内
的
思
考
に
付
随
し
て
い
る
の
か
が
確
認
で
き
な
い
の
で
、
語
の

背
後
に
あ
る
意
味
や
思
考
な
ど
の
理
解
が
困
難
に
な
る
の
で
あ
る
。

、

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
思
考
内
容
や
意
味
に
つ
い
て
の
公
共
性
が
必
要
で
あ
る

と
.い
う
こ
と
を
促
す
。
そ
こ
で
、
著
者
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の
私
的

言
語
を
巡
る
議
論
を
参
考
に
、
「デ
カ
ル
ト
主
義
的
観
点
」
を
退
け
な
が
ら
、
公

共
的
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
意
識
モ
デ
ル
を
考
察
す
る
。
そ
れ
は
、
意
味
の
使
用

テ
ー
ゼ
に
基
づ

い
て
、
語
の
意
味
の
理
解
を
公
共
的
な
場
で
確
認
で
き
る
よ
う

に
し
、
次

い
で
、
そ
の
よ
う
な
語
の
使
用
が
正
し
い
適
用
の
仕
方
で
あ
る
か
ど

ヶ
か
を
判
定
す
る
規
則
を
要
請
し
、
そ
し
て
、
語
や
概
念
の
正
し
い
適
用
の
仕

、方
に
つ
い
て
の
能
力
が
獲
得
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
既
に
そ
の
能
力
を
獲
得
し

て
い
る
人
物
と
の
判
断
の

一
致
に
よ

つ
・て
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う

意
識
モ
デ
ル
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
思
考
内
容
や
語
の
意
味
は
公
共
的
か
つ

規
則
支
配
的
な
も
め
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
.

こ
の
モ
デ
ル
は
、
第

一
に
、
意
識
と
は
、
語
の
正
し
い
適
用
の
仕
方
を
既
に

獲
得
し
て
い
る
人
物
の
存
在
す
る
社
会
に
参
加
し
て
い
る
も
の
だ
と

い
う
こ
と
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を
含
意
す
る
。
第
二
に
、
・あ
る
思
考
者

の
語
や
概
念
の
使
用
は
、
他
の
思
考
者

の
存
在
や
他
の
思
考
者
と
の
相
互
作

用
に
基
づ
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
含
意

.

す
る
。
ま
た
、
第
三
に
は
、
「意
識
が
あ
る
」
と

い
っ
た
心
的
属
性
に
与
え
ら
れ

る
よ
う
な
語
に
つ
い
て
も
、
そ
の
意
味
が
周
囲
の
人
と
の
判
断
の

一
致
に
基
づ

い
て
い
る
こ
と
を
含
意
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
意
識
と
は
、
我
々
が
判
断
を

下
し
う
る
存
在
に
つ
い
て
の
属
性
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
我
々
が
単
に
推
測
す

る
こ
と
し
か
で
き
な
い
よ
う
な
私
的
な
状
態
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
我
々
は
い
か
に
し
て

「意
識
が
あ
る
」

・

「意
識
が
な
い
」
と

い

う
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
脳
外
科
医

が
患
者
の
意
識
レ
ベ
ル
を
判
断
す

る
た
め
に
、
患
者
の
反
応
性
の
レ
ベ
ル
を
測

定
し
、
基
準
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
の
と
類
似
し
た
方
法
に
よ

っ
て
可
能
に
な
る

と
言
う
。

つ
ま
り
、
環
境
に
対
し

て

一
定
程
度
の
認
知
的
な
反
応
、
つ
ま
り
、

適
切
な
言
語
的
な
反
応
や
行
為
な
ど
を
示
す
場
合
は
、
「意
識
が
あ
る
」
と
判
断

す
る
と

い
う
基
準
を
設
け
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
そ
の
判
断
が
可
能
に
な
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
認
知
的
な
反
応
と
深
く
関
わ
る
の
が
、
「志
向
性
」
に
他

な
ら
な
い
。

現
象
学

の
伝
統
で
は
、
「志
向
性
」
と
は
、
意
識
は
そ
の
本
性
と
し
て
、
何
ら

か
の
対
象
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
と

い
う
、
「に
つ
い
て
性
」
の
こ
と
で
あ
る

と
定
義
さ
れ
る
。
意
識
は
、
志
向
的
な
働
き
に
よ
り
、
対
象
や
事
態

の
明
確
な

内
容
を
得
る
と
さ
れ
、
そ
の
働
き
は
、
単
な
る
知
覚
的
弁
別
と
は
異
な
り
、、
対

象
の
区
別
や
比
較
な
ど
を
通
じ
て
カ

テ
ゴ
リ
i
化
に
至
る
よ
う
な
概
念
的
な
働

き
を
伴
う
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
著
者
は
、・意
識
の
志
向
的
な
内

容
は
本
性
と
し
て
概
念
的
な
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
。
概
念
は
個
人
の
関
心
に

応
じ
て
、
様
々
な
異
な
る
状
況
で
使
用
さ
れ
る
探
索
的
な
道
具
で
あ
り
、
意
識

の
志
向
的
な
内
容
は
探
索
的
な
働
き
の
結
果
、
形
成
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、

意
識
は
、
環
境
の
事
物
に
対
す
る
、
.選
択
的
、
分
節
的
反
応
性
の
両
方
を
含
む

概
念
使
用
や
言
語
使
用
と
本
質
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

2
章

「言
語
と
意
識
」
で
は
、
思
考
や
言
語
と
い
っ
た
高
次

の
意
識
の
働
き

が
、
い
か
に
し
て
意
味
に
つ
い
て
の
外
在
化
さ
れ
た
説
明
と
調
和
す
る
の
か
が

説
明
さ
れ
る
。
こ
の
章
で
は
、
語
の
意
味
や
概
念
が
、
語
と
内
的
思
考
と
の
単

純
な
対
応

の
結
果
、
形
成
さ
れ
る
と
い
う
主
張
が
批
判
さ
れ
、
概
念
が
形
成
さ

れ
る
に
は
、
そ
の
概
念
を
使
用
す
る
た
め
の
規
則
や
、
そ
れ
が
他
の
概
念
と
ど

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、
な
ど
の
人
間
の
共
同
体
に
お
け
る
概
念
化
の
作
業

に
参
加
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
と
主
張
さ
れ
る
。

、
こ
の
主
張
は
、
概
念
の
形
成
や
把
握
に
つ
い
て
の
発
達
の
過
程
を
追
う
こ
と

で
説
得
的
に
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
子
供

の
概
念
形
成
の
発
達
は
混
同
心

的
な
分
類
段
階
、
複
合
段
階
、
擬
似
概
念

の
段
階
、
完
全
な
概
念

の
段
階
を
経

る
と
い
う
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
の
説
が
参
考
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
説
に
よ
れ
ば
、

子
供
の
意
識
は
、
対
象
を
主
観
的
に
捉
え
た
特
徴
に
基
づ

い
て
語
の
下
に
分
類

す
る

(混
同
心
的
な
)
初
期
の
段
階
か
ら
、
対
象
を
対
象
問
の
実
際

の
規
則
的

な
特
徴
に
基
づ
い
て
語
の
下
に
分
類
す
る

(複
合
)
段
階

へ
の
移
行
に
お
い
て
、

社
会
化
さ
れ
た
意
識

へ
と
発
達
し
て
ゆ
ぐ
と
言
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の

、

概
念
形
成
の
議
論
は
、
子
供
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
存
在
す
る
環
境
に
参

加
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
徐
々
に
概
念
に
つ
い
て
の
共
有
さ
れ
た
規
則
に
従
う

よ
う
に
な
る
と

い
う
過
程
を
示
唆
す
る
も

の
と
し
て
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
こ
の
点
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
シ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
を
参
考
に
す
る
こ
と
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に
よ

っ
て
補
強
さ
れ
る
。
助
手
が
大
工
に

「
石
板
」
と
言
わ
れ
て
、
実
際
の
石

板
を
持

っ
て
く
る
に
は
、
語
の
正

し
い
適
用
の
規
則
の
理
解
と
、
そ
れ
を
支
え

て
い
る
人
の
存
在
す
る
環
境

へ
の
参
加
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

複
雑
な
言
語
使
用
も
、
基
本
的

に
は
同
じ
仕
方
で
成
り
立

っ
て
い
る
と
筆
者

は
考
え
る
。
再
び
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
を
参
考
に
す
る
な
ら
、
.様
々
な
石

板
の
中
か
ら
、
特
定

の
石
板
を
持

っ
て
く
る
よ
う
に
指
示
す
る
言
語
使
用
は
、

各

々
の
石
板
の
違

い
を
伝
達
す
る
よ
う
な
語
や
、
そ
の
作
業
が
他
の
作
業
と
は

異
な
る
と

い
う
こ
と
を
特
徴
付
け

る
よ
う
な
意
味
を
必
要
と
し
、
そ
の
結
果
、

語
や
様
々
な
作
業
は
区
別
さ
れ
、
複
雑
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
言
語
獲
得
や
概
念
形
成
の
発
達
と
、
意
識
の
発
達
が
同
時
並

行
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
意
識
と
言
語
(
そ
し
て
、
意
識
と
社
会
が
相
互

に
関
係
し
合

っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

3
章

「意
識
の
対
象
」
で
は
、
あ
る
対
象
に
つ
い
て
意
識
す
る
こ
と
は
、
思

考
者
と
対
象
の
問
に
概
念
的
に
媒
介
さ
れ
た
関
係
を
伴
う
と
い
う
見
解
が
主
張

さ
れ
て
い
る
。
筆
者
の
見
解
は
、
意
識
と
は
思
考
者

・
表
象
的
対
象

・
事
態

の

問
の
関
係
を
伴
う
と
す
る
伝
統
的
な
論
理
実
証
主
義
者
の
見
解
と
、
意
識
は
思

考
者
と
事
態
と
の
間
の
直
接
的
な
関
係
を
伴
う
と
す
る
素
朴
な
実
在
論
者
の
見

解
、
双
方
と
対
照
的
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。

意
識
の
対
象
の
問
題
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、

い
か
に
し

て
架
空
の
存
在
に

つ
い
て
思
考
内
容
を
も
ち
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
議
論

の
中
心
で
あ
る
。
こ
れ
に
答
え
る
仕
方
と
し
て
二
つ
の
も

の
が
考

え
ら
れ
る
が
、

ど
ち
ら
に
も
問
題
が
あ
る
。
意
識

の
対
象
は
思
考
内
容
に
他
な
ら
な
い
と
考
え

る
な
ら
ば
、
実
在
す
る
世
界
の
対
象
に

つ
い
て
何
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
可
能
性
が
あ
り
、
逆
に
、
意
識
の
対
象
は
単
純
に
実
際
の
対
象
と
結
び
つ
い

て
い
る
の
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
架
空
の
存
在
に
つ
い
て
の
思
考
内
容
が
あ
る

と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
な

い
ゆ
こ
こ
で
、
思
考
内
容
と
そ
の
対
象
の
関
係
に

つ
い
て
の
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ジ
レ
ン
マ
に
対
し
て
、
筆
者
は
、
対
象
と
思
考
と
の
結
び

つ
き
に
関
し

て
、
因
果
的
な
結
び

つ
き
で
は
な
い
、
純
粋
に
概
念
的
な
特
定
化
に
よ

っ
て
示

さ
れ
る
よ
う
な
結
び

つ
き
を
考
察
す
る
。
ま
ず
、
筆
者
は
、
思
考
と
そ
の
対
象

と
の
関
係
は
論
理
的
な
も
の
と
な
る
と
い
う
プ
ラ
イ
ア
ー
の
見
解
を
考
察
す
る
の

そ
の
関
係
と
は
、
「×
は
私
の
思
考
を
真

に
す
る
よ
う
な
対
象
で
あ
る
」
と
い
う

も
の
で
あ
る
っ
こ
の
見
解
は
、
確
か
に
架
空
の
存
在
に
つ
い
て
の
思
考
を
持

つ

こ
と
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
、
あ
る
人
物
の
思
考
と
実
在
す

る
対
象
と
の
関
係
が
、
ど
の
よ
う
な
関
係
で
も
、っ
て
結
び

つ
い
て
い
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
よ
る
差
異
を
反
映
し
な
い
の
で
、
十
分
で
は
な
い
。
プ
ラ
イ
ア

ー
の
見
解
は
、
あ
る
人
物
が
存
在
す
る
対
象
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
見
知
り
を

持

っ
て
い
る
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
人
物
の
場
合
で
の
対
象
の
個
別
化
の
度
合

い
が
違
う
と

い
う
こ
と
を
反
映
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
エ
ヴ

ァ
ン
ス
の
考
察
を
参
考
に
、
見
知
り
に
よ
る
差
異
を
反
映
す
る
説
明
方
式
を
取

ろ
う
と
す
る
。
こ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
見
知
り
に
よ
る
差
異
は
、
「情
報
の
結
び

つ
き
」
に
よ

っ
て
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
見
知
り
を
持

っ
て
い
る
人
物
は

対
象
か
ら
情
報
を
得
て
い
る
の
で
、
よ
り
詳
細
に
対
象
を
個
別
化
す
る
こ
と
が

で
ぎ
る
の
だ
が
、
そ
う
で
な
い
人
物
は
対
象
に
つ
い
て
の
情
報
し
か
得
て
い
な

い
の
で
、
よ
り
粗
い
個
別
化
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
者
と
後

者
と
で
は
、
各
々
の
思
考
の
対
象
に
つ
い
て
の
実
例
を
挙
げ
る
時
に
、
こ
の
差
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異
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

先
に
、
概
念
を
正
し
く
把
握
し
た
か
ど
う
か
は
、
そ
の
概
念
の
適
用
に
つ
い

て
の
規
則
に
従

っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ

っ
て
確
認
さ
れ
る
と

い
う
考
え
が
示

さ
れ
た
が
、
こ
の

「情
報

の
結
び

つ
き
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。

つ
ま
り
、
あ
る
人
物
が
あ
る
対
象
を
思
考
し
て
い
る
時
、
そ
の
対
象
が

ま
さ
に
そ
の
思
考
の
対
象
と
い
う
関
係
に
立

つ
の
は
、
当
該
の
状
況
に
お
い
て
、

思
考
の
対
象
と
さ
れ
る
対
象
か
ら
得
た
情
報
が
、
そ
の
個
別
化
を
保
証
す
る
あ

る
条
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
む
ろ
ん
、
思
考

者
は
思
考
の
対
象

の
実
例
を
挙
げ
る
と
い
う
実
践
を
通
じ
て
、
こ
の
条
件
が
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
の

条
件
の
中
に
は
、
対
象
が
ど
の
.よ
う

な
時
空
的
位
置
に
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う

な
種
で
あ
る
か
、
等

々
を
情
報
か
ら
把
握

で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条

件
が
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
条
件
な
い
し
規
則
が
公
共
的

に
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば

、
あ
る
対
象
に
つ
い
て
の
概
念
や
思
考
は
、

あ
る
種

の
傾
向
的
な
も
の
と
し
て
思
考
者
が
持

つ
も
の
で
、
条
件
を
充
た
す
場

合
に
は
、
思
考
は
実
際
の
個
別
の
対
象
と
の
結
び

つ
き
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と

い
う
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
』
思
考
の
対
象
が
架
空
の
存
在
の
場
合
に

は
、
対

象
に
結
び

つ
く
概
念
が
、
条
件
を
満
た
す
よ
う
な
情
報
を
待
ち
横

え
て

い
る
状
態
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
架
空
の

存
在
に
つ
い
て
の
思
考
の
場
合
で
も
、
概
念
的
な
関
係
に
よ
り
、
思
考
内
容
を

も
ち
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
」

・

以
上
、
「意
識
」
と

「志
向
性
」

の
本
性
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
察
の

一
部
を

挙
げ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
触
れ
な
か

っ
た
他
の
論
点
に
つ
.い
て
も
、
筆

者
は
基
本
的
に
同
じ
姿
勢
を
保

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
意
識
と
志

向
性
は
単
に
そ
れ
自
体
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
言
語
や
概
念
の
使
用
、
環

境
や
社
会
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
他
者
と
の
相
互
作
用
に
お

い
て
、
現
わ
れ
る

よ
う
な
現
象
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
対
し
て
、
言
語
と
意

識
の
関
係
が
強
く
仮
定
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
人
間
が
言
語
を
用
い
る
存
在
で
あ
る
限
り
は
、
そ
の
強
弱
の
程
度
は

あ
れ
、
意
識
と
言
語
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な

い
。
ま
た
、
著

者
は
言
語
と
意
識
と
い
う
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
言
語
を
成
り
立
た
せ
て
い
る

社
会
に
意
識
が
参
加
す
る
と
い
う
関
係
を
強
調
し
た

い
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
本

書
は
、
内
容
が
多
岐
に
わ
た

っ
て
い
る
と
は
い
え
、
議
論
の
流
れ
は
明
快
な
の

で
、
心
の
哲
学
の
入
門
書
と
し
て
は

一
読
の
価
値
が
あ
ゐ
と
言
守
え
る
だ
ろ
う
。
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