
 

Instructions for use

Title パースからミードへ : 行動と方法の問題

Author(s) 岡田, 雅勝

Citation 北海道大學文學部紀要, 17(2), 31-80

Issue Date 1969-11-28

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/33334

Type bulletin (article)

File Information 17(2)_P31-80.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


ノマ

ス

か

戸、、

ら
ー
行
動
と
方
法
の
問
題
i

J¥ 

岡

田

雅

勝



北
大

ノミ文
学
音日
紀
要

ス

か

行動
ら
、、

と 、、
、、

方
法
グ〉

題問

J¥ 

岡

回

雅

勝

33 



パ
ー
ス
か
ら
ミ
l
ド
へ

〔ー〕最
初
に
、
本
稿
の
目
論
見
を
予
示
す
る
言
葉
と
し
て
、

尾
の
一
句
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

パ
ー
ス
の
『
。
フ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
と
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
』
に
お
け
る
つ
ぎ
の
末

「
す
べ
て
の
概
念
の
要
素
は
知
覚
と
い
う
門
か
ら
論
理
的
思
想
に
入
り
、
合
目
的
な
行
動
と
い
う
門
か
ら
出
て
い
く
。
こ
の
二
つ
の
門

(
I
)
 

で
パ
ス
ポ
ー
ト
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
理
性
に
よ
っ
v

て
許
き
れ
な
い
も
の
と
し
て
逮
捕
き
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」

『パ

l
ス
か
ら
ミ

l
ド
へ
』

と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
主
題
は
、
こ
の
言
葉
の
導
き
に
し
た
が
っ
て
す
す
め
ら
れ
る
。

の
問
題
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
主
題
を

つ
ら
ぬ
く
も
の
は
『
行
動
と
方
法
』

そ
の
問
題
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
探
究
の
範
囲
は
、

い
わ
ゆ
る
。
フ
ラ
グ
マ
テ
イ

- 34ー

ズ
ム
の
最
も
初
期
に
あ
る
パ

l
ス
と
最
も
後
期
に
あ
る
ミ

l
ド
に
お
け
る
行
動
の
意
味
と
そ
め
方
法
に
限
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
は
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
特
質
を
行
動
主
義
的
観
点
と
科
学
的
方
法
と
の
二
つ
の
側
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き

ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
側
面
を
特
徴
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
る
「
知
覚
の
世
界
に
足

る
と
考
え
る
。

パ
ー
ス
と
ミ

l
ド
の
思
想
は
、

が
か
り
を
お
き
、
行
動
と
い
う
門
を
通
る
こ
と
に
よ
っ
て

λ
聞
と
世
界
を
探
究
し
よ
う
と
し
た
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
二
つ
の
典
型
と
し

て

パ
ー
ス
と
ミ

l
ド
を
あ
げ
た
い
。

さ
ら
に
、
両
者
は
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
思
想
に
お
い
て
二
つ
の
相
補
的
な
発
展
形
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
想
定
す
る
。
パ
ー
ス
は
科

学
的
探
究
の
方
法
の
定
式
化
を
め
ざ
し
た
。
そ
の
定
式
化
の
た
め
に
、
す
べ
て
の
思
考
過
程
を
記
号
に
よ
る
人
聞
の
行
動
と
し
て
捉
え
、

記
号
論
を
う
ち
た
て
た
。
そ
し
て
記
号
の
関
係
を
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
、
一
、
ア
ダ
ク
シ
ョ
ン
、
イ
ン
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
探
究
の
三
階
段
に
分



け
、
そ
の
論
理
学
を
う
ち
た
て
た
。

こ
う
し
た
定
式
化
に
お
い
て
思
考
過
程
を
行
動
と
の
連
関
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
行
動
が
わ
れ
わ
れ
自
身
と
わ
れ
わ

れ
を
と
り
ま
く
環
境
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
方
向
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
有
機
体
と
し
て
の
人
間
と
そ
れ
の
環
境
と
の
聞
の
科
学
的

な
探
究
の
方
向
が
ミ
|
ド
に
よ
っ
て
、

ド
等
を
介
し
な
がf

ら
す
す
め
ら
れ
て

つワ
たτト

ソ
ン

庁
ノ

1
l
け
J
l
i

ア
2-

イ

ジ
エ
|
ム
ズ

ベ
ル
グ
ソ
ン

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ロ
イ
ス

わ
れ
わ
れ
は
、
『
パ
ー
ス
か
ら
ミ
|
ド
へ
』

の
主
題
を
記
号
を
通
し
た
行
動
の
問
題
に
焦
点
を
お
い
て
人
追
求
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
か
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
た
視
点
を
、
か
れ
ら
が
支
え
ら
れ
て
い
た
学
の
根
拠
と
そ
の
方
法
論
の
差
呉
か
ら
特
徴

づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
お
お
ま
か
に
い
う
な
ら
、
前
者
は
行
動
を
数
学
的
、
論
理
的
な
方
向
か
ら
と
り
あ
っ
か
い
、
後
者
は
生
物
学
的
、

心
理
学
的
な
方
向
か
ら
有
機
体
と
し
て
の
人
間
の
行
動
を
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
両
者
の
共
通
性
と
差
異
性
か
ら
行
動
の
意
味
を
た
ず

プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
最
も
初
期
の
段
階
に
あ
る
パ
ー
ス
か
ら
最
後
の
段
階
に
あ
る
ミ
|
ド
へ
の
発
展
の
方
向
が
明
ら
か
に

き
れ
る
は
ず
と
考
え
る
。

し
か
し
、
本
論
は
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
歴
史
に
は
あ
ま
り
関
心
を
も
た
な
い
。
本
論
は
、
知
覚
の
次
元
か
ら
み
て
、
そ
こ
に
、
論
理
的
な

段
階
に
お
い
て
斉
一
性
を
求
め
た
パ
ー
ス
の
命
題
が
ミ

l
ド
へ
と
発
展
的
に
受
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
興
味
を
抱
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
本
論
の
関
心
は
、
以
上
の
こ
と
が
ら
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
行
動
と
方
法
の
問
題
に
関
す
る
パ
ー
ス
の
発
想
か
ら
ミ
|

ド
の
発
想
へ
の
展
開
の
根
底
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
き
ぐ
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
究
極
的
に

ね
る
な
ら
、

ミ
ー
ド
の
方
法
の
独

創
性
を
浮
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
も
め
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要
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パ
i
ス
か
ら
ミ
i
ド
へ

〔ニ〕第
一
の
命
題

か
れ
わ
れ
は
内
省
(
町
田
仲
三
者

2
5
&
の
能
力
を
も
た
な
い
。
内
的
世
界
正
常
吋
諮
問

7
5吋
き
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の

知
識
は
外
的
な
諸
一
事
実
(
申
立
巾
『
Z
M
F誌
と
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
知
識
か
ら
仮
説
的
に
推
論
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
だ
さ
れ
る
。

第
一
一
の
命
鑑
、
わ
れ
わ
れ
は
夜
観
(
笠
宮
ま
き
)
の
能
力
を
も
た
を
い
。
す
べ
て
の
認
識
は
以
前
の
認
識
に
よ
っ
て
論
理
的
に
規
定

さ
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
記
号
(
三
官
鵠
〉
な
し
に
思
考
二
段
呉
仲
間
酬
明
)
守
る
能
力
を
も
た
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
絶
対
に
認
識
不
可
能
な
も
の
を
把
掻
寸
る
能
カ
を
も
た
な
い
。

こ
れ
ら
の
命
題
は
、
パ
ー
ス
の
反
デ
カ
ル
ト
主
義
の
立
場
か

の
「
…
行
動
と
そ
の
方
法
」
を
考
察
し
た
い
。

第
三
の
命
題
、

第
四
時
命
題
、

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
命
題
を
吟
味
し
、

- 36 -

パ
!
ス

)
 

1
 

(
 
第
一
の
命
題
に
関
し
て

る
も
の
」
に
つ
い
て
述
べ
る
命
題
宏
、
「
外
界
で
生
じ
る
も
の
の
」
を
説
明
す
る

(
2
)
 

こ
と
に
必
要
な
俊
説
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
自
己
意
識
を
第
一
票
曜
と

考
え
る
哲
学
に
た
い
す
る
徹
底
的
な
論
駁
を
意
図
と
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
主
義
の
哲
学
は
普
通
約
懐
焼
か
ら
出
発
し
、
そ
し
て
「
わ
た
し

が
明
縦
断
に
縫
信
で
冬
る
も
の
は
す
べ
る
」
ど
い
う
磁
信
れ
以
コ
ギ
ト
の
存
夜
を
磯
証
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

パ
j

ス
の
、
王
張
は

れ
わ
れ
の
心
の
な
か



そ
れ
に
た
い
し
て

パ
ー
ス
に
は
デ
カ
ル
ト
的
な
確
実
性
が
は
た
し
論
証
さ
れ
う
る
の
か
、

ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

要
と
す
る
。

あ
ら
ゆ
る
命
題
は
論
証
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
と
な
る
。
論
証
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
厳
密
に
検
討
可
能
な
前
提
を
必

パ
ー
ス
に
し
た
が
う
な
ら
、
外
界
の
事
実
か
ら
の
推
論
で
あ
る
。

そ
の
前
提
と
な
る
も
の
は
、

「
わ
れ
わ

パ
ー
ス
は
、

(
4
)
 

れ
は
、
知
覚
の
法
則
を
用
い
て
事
物
の
真
の
姿
が
い
か
に
あ
る
の
か
を
、
推
論
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
い
う
。
つ
ま

り
、
わ
れ
わ
れ
は
意
識
の
内
部
か
ら
意
識
の
存
在
や
そ
の
構
造
を
知
る
の
で
は
な
い
、
逆
に
、
外
的
な
諸
事
実
に
も
と
づ
く
推
論
に
よ
っ

そ
し
て
そ
の
構
造
を
明
確
に
知
る
と
い
、
7
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
外
的
な
諸

事
実
を
き
わ
め
て
精
確
に
反
映
す
る
推
論
が
、
有
意
味
な
命
題
を
導
く
の
で
あ
り
、
意
識
を
説
明
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
パ

l
ス
の
デ
カ
ル
ト
批
判
は
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
キ
ト
・
ス
ム
の
命
題
が
真
の
意
味
で
論
証
さ
れ
え
な
い
、
と
い
う
こ
と

て
わ
れ
わ
れ
は
意
識
の
存
在
を
疑
い
、
え
な
い
も
の
に
し
、

に
あ
る
。

- 37ー

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
意
識
内
か
ら
出
発
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
出
発
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
の
誤
ち
が
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
完
全

な
懐
疑
か
ら
出
発
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
」
と
パ
|
ス
は
言
う
「
わ
れ
わ
れ
は
現
に
も
っ
て
い
る
「
偏
見
」
(
可
申
吉
岳

2
凶

)

か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
偏
見
を
デ
カ
ル
ト
が
な
し
た
よ
う
に
、
格
率

(gzg)
で
追
い
払
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
「
懐
疑
か
ら
出
発
す
る
試
み
は
た
ん
な
る
自
己
欺
臨
と
な
り
、
決
し
て
真
の
懐
疑
と
は
な
ら
な
い

J

」
の
よ
う
に
推
論
し
て
パ

ー
ス
は
デ
カ
ル
ト
が
出
発
と
し
た
も
の
を
否
定
に
導
く
の
で
あ
る
。

司
C

〉
り
に

パ
ー
ス
は
デ
カ
ル
ト
が
う
ち
た
て
た
最
後
の
疑
い
え
な
い
一
点
の
根
拠
付
け
に
批
判
の
眼
を
む
け
る
。

デ
カ
ル
ト
は
コ
ギ
ト

-
ス
ム
の
命
題
を
「
自
然
の
光
」

(
E
g
g
Z
E
E
-巾
)
に
導
か
れ
て
明
断
・
判
明
(
己
同
『
巾
己
岳
丸
山
口
ロ
丹
市
)
な
も
の
と
し
て
措
定
し

た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
こ
と
が
ら
に
は
、
「
神
が
そ
れ
を
そ
の
よ
う
に
す
る
と
し
な
け
れ
ば
説
明
の
し
え
な
い
多
く
の
事
実
が
存
す
る
。
」

つ
ま
り
、
デ
カ
ル
ト
は
推
論
に
よ
る
検
討
の
テ
ス
ト
を
受
け
な
い
も
の
を
根
底
と
し
て
命
題
の
明
噺
・
判
明
き
を
確
信
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



パ
!
ス
か
ら
ミ

i
ド
へ

こ
れ
ら
の
デ
カ
ル
ト
の
誤
り
は
根
本
的
に
内
観
主
義
一
(
宮
号
。
担
H
M

申
立
写
己
記
乏
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
帰
同
期
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
、
近
代
科
学
お
よ
び
近
代
論
理
学
と
ふ
ぶ
っ
た
く
違
っ
た
立
場
に
デ
ル
カ
ト
は
立
っ
て
い
る
、
と
パ

i
ス
は
解
す
る
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
的
な
形
而
上
学
の
穀
を
説
ぎ
す
で
、
真
理
一
を
諜
究
す
る
方
法
を
パ

i
ス
は
求
め
る
。

そ
の
た
め
に
考
え
ら
れ
た
の
が
論
理
学

で
あ
る
。
論
理
学
を
う
ち
た
て
る
こ
と
が
か
れ
の
出
発
点
で
あ
る
。
か
れ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
論
理
学
が
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
最
初
の

教
訴
は
、
わ
れ
わ
れ
の
概
念
を
明
断
に
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
が
か
れ
の
い
う
科
学
の
方
法
を
示
し
て
い
る
。
科
学
の
方
法
に
よ

る
真
理
の
探
究
が
閥
的
噺
・
判
明
な
命
題
を
う
ち
た
て
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
べ
し
た
が
っ
て
、
そ
の
方
法
は
姐
人
の
意
識
内
に
求
め
ら

る
の
で
は
な
く
、
意
識
の
外
部
か
ら
求
め
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
万
人
の
批
判
に
巌
え
う
る
も
の
の
獲
得
を
目
義

L
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

デ
カ
ル
ト
の
確
実
性
の
究
磁
的
な
吟
味
は
個
人
の
意
識
内
で
な
さ
れ
る
と
い
に
た
い
す
る
パ

i
ス
の
批
判
が
あ
り
、
科

こ
に
は
、

38 -

学
の
方
法
令
要
請
さ
れ
る
真
理
の
探
究
は
哲
学
者
た
ち
の
集
団
内
に
お
け
る
一
致
を
め
ざ
し
て
の
み
な
し
と
げ
ら
れ
る
と
ヤ
フ
パ
!
ス
の

見
解
が
あ
る
の
で
み
目
。

(2) 

第
二
の
命
題
に
関
し
て

デ
カ
ル
ト

そ
の
瞬
関
は
産
税
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と
し
た
。
パ

i
ス
に
と
っ
て
ど
ん
な
対
象
を
認

{
け

μ
}

る
場
合
に
も
、
そ
の
認
識
の
最
初
の
瞬
間
な
ど
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
認
識
は
必
ず
連
続
的
な
議
担
に
よ
っ
て
生
と
る
の
で
あ
る
。

、フ耐〆

れ
わ
れ
は
、
ま
ず
認
識
の
ひ
と
つ
の
過
組
、
そ
し
て
外
界
の
諸
事
実
を
次
々
に
把
援
す
る
過
程
か
ら
と
り
か
か
が
)
。
認
識
は
前
提
A

い
推
論
の
過
穂
(
手
持
切
吋

c
n
Z情
。
問
唱
え
芯
宮
岡
市

Z
言
語
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
結
論
n
D
は
、
前
提

の
遜
程
に
は
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
結
論
す
る
パ
!
ス
に
は
、
か
れ
の

グ〉

の
瞬
間
耐
を
想
定
し
、

か
ら
結
論
B
へ
と
進
む

A
が
真
で
あ
る
と
き
、

し、

つ

な
る

グ〉



題
で
あ
る
探
究
の
方
法
の
確
立
が
予
想
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
実
際
、
パ
ー
ス
の
デ
カ
ル
ト
批
判
の
一
連
の
論
文
に
は
、
「
科
学
の
方

法
」
で
つ
ら
ぬ
か
れ
た
論
理
学
の
確
立
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
(
旬
。

(
日
)

わ
れ
わ
れ
は
『
信
念
の
確
定
化
』
の
論
文
に
お
い
て
、
探
究
の
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
方
法
を
み
い
だ
す
。

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
方
法
は
偶
然
的
な
出
来
事
か
ら
生
じ
た
結
果
を
と
り
除
き
、
概
念
の
明
噺
化
を
提
出
す
る
。
そ
の
限
り
、
こ
の
方
法

は
気
持
の
よ
い
結
論
を
示
す
。
実
に
、
過
去
の
形
而
上
学
的
体
系
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
命
題
は
、
。
「
理
性
に
か
な
う
」
(
同

m
z
g
r
r

Z
2
2。
ロ
)
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
き
(
伽
「
「
理
性
に
か
な
う
」
と
い
う
こ
と
は
、
経
験
と
の
一
致
を
意
味
し
な
い
で
、
信
じ
た

い
気
持
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
方
法
は
偶
然
的
な
事
例
が
起
る
こ
と
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
。
科
学
の
方
法
が
そ

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
の
い
う
「
真
の
帰
納
」
(
可

5
E
E
2芯
ロ
)
と
同
じ
で
は
な
い
に
し
て
も
、
観
察
の
事

れ
に
と
っ
て
か
わ
る
。

実
に
し
た
が
っ
た
科
学
の
方
法
論
が
考
え
ら
れ
る
。
パ
ー
ス
に
と
っ
て
、
認
識
が
成
立
す
る
の
は
科
学
の
方
法
に
も
と
づ
く
推
論
に
よ
っ

て
で
あ
る
。
そ
の
推
論
と
は
、
観
察
さ
れ
た
事
実
に
も
と
づ
い
て
既
知
の
事
実
を
整
理
し
、
吟
味
し
、
そ
し
て
そ
の
結
果
に
も
づ
い
て
命

題
を
う
ち
た
て
、
そ
の
命
題
か
ら
未
知
の
事
実
を
発
見
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
方
法
が
パ

l
ス
の
い
う
推
論
の
指
導
原
理
の
定

- 39ー

式
化
に
つ
ら
な
る
。

パ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、

あ
る
前
提
が
与
え
ら
れ
る
と
、

そ
れ
に
応
じ
て
特
定
の
推
論
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

h
:
:
・
そ
れ

が
精
神
の
習
慣
(
印
。
日
巾

z
z
z
a
s
z色
)
で
あ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
推
論
の
仕
方
を
個
々
の
精
神
の
習
慣
は
命
題
の
形
に
定
式
化
で
き

る
。
命
題
は
習
慣
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
る
推
論
が
妥
当
で
あ
る
と
き
、
真
で
あ
り
、
妥
当
で
な
い
と
き
偽
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
定
式
化

(
時
)

)
と
呼
ぶ
」
。

を
推
論
の
指
導
原
理
(

(
凶
)

こ
こ
で
、
パ

l
え
の
推
論
の
指
導
原
理
を
理
解
す
る
た
め
に
、
パ

l
ス
の
疑
い

(
L
g
Z
)
と
信
念

(
r
t
z同
)
の
概
念
に
注
目
し
て
み
た
い
。

m
w
m
E島
町
田

m
-
M
ユロ
n
e
r
o同
宮
内

2
2
2

北
大
文
学
部
紀
要



パ
;
ス
か
ら
ミ
l
ド
へ

探
究
〈

)
と
は

い
が
刺
激
二
『

E
Z仲町内
V
H
M

〉
と
な
っ
て
話
回
念
に

の
指
導
原
議
は
も
ち
い
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
「
設
い

す
る
努
力
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正

し
い
信
念
形
成
の
た
め

め
よ
う
で
あ
る

0
1

ま
ず
、

「
疑
い

グ〉

写
会
話
丘
町
O
同
耐
え
内
向
。
伝
言
g
m
)
と

と
の
区
別
を
み
て
み
る
と
次

と
い
う
感
じ

(
2
m的
問
念
。
語
。
同
ゲ
昂

2
2仲間関川

と
の
…
区
間
約
が
あ
る
。

い
」
の
感
と
は
問
い

た
い
と
い
う
と
診
の
状
態
で
あ
り

る
」
と
い
う
感
じ
は
判
断
を
下
し
た

い
と
い
う
と
き
の
状
態
に
あ
る
と
き
で
あ
る
。

つ
ぎ
に

の
区
別
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
が

は
寝
室
(
骨
出
品
三
)

一
行
動
を
実
現
さ
せ
る
。
し
か
し
、

い
構
き
れ
な
い
状
態

(
Z
5
2認
知

幻

仏

《
岡
山
田
加
担
骨
片
抽
出
同

rw品
い
」
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
最
後
に
、
「
疑
い

出
窓
仲
主
で
あ
り
、
わ
丸
わ
れ
が
そ
こ
か
ら
の
が
れ

グ3

な

の
あ
る
状
態
に
た
ど

り

て
い
る
も
の
を
、

れ
た
状
態
玄

z
z
g仏
師
三
宮
崎
E
2
0司
可

崩

Z
Z
)

さ
ら
に
が
ん
と
し
て
信
じ
さ
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

は
落
ち
着
い

で
あ

40 -

り
つ
き
た
い
状
態
に
あ
る
と
き
で
あ
る
。

の
こ
の
ち
が
い
は
行
動

(
Z
Z
S〉
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
か
否
か
に
あ
る
。

「
疑
い
」
は
、
疑
い
が
な
く
な
る
ま
で
探
究
を
つ
づ

け
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
の
℃
、
一
行
動
と
し
て
あ
ら
わ
れ
な
い
。

あ
る
ゆ
え
、
行
動
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
し
、
そ
の
可
能
性
を
も
つ
の

(お
γ

念
に
達
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
始
、
淡
る
。
そ
の
努
力
は

こ
で
そ
の
努
力
の
過
程
が
行
動
と
い
う
の
で
は
な
い
。

に
到
達
し
た
と
冬
に
、

そ
れ
に
た
い
し
て
、

「
信
念
」

い
が
な
く
な
っ
た
状
態
に

に
あ
た
っ
て
、
ま
さ
に
「
疑
い
」
が
剥
激
と
な
っ
て
信

い
」
が
な
く
な
る
と
終
る
。

そ
の
と
き
、

さ
れ
た
状
態
に
あ
る
。

が
っ
て

の
あ
る
状
態
に
あ
る
限
り
、
行
動
は
不
決
断
め

い
か
に
一
行
動
す
べ
き
一
か
決
断
さ
れ
た
と
き
で
あ
り
、

「
疑
い
」

に
あ
る
。
し
た

との
に 指
i;，導
る五原
。)理

ら
れ
た
吾
標
と
は
、
ま
さ
に
「
疑
い
」
か
ら

の
謀
{
疋
に
、

そ
の
と
き
に
行
動
が
い
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
い
か
に
行
動
す
る
の
か
」
を
導



そ
れ
で
は

体
何
で
あ
り
、
行
動
と
は
符
か
が
以
下
の

が
行
動
を
導
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
パ
!
ス
は
習
墳
の
確
立
合
め
ざ
し
て
い
る

導
原
理
は
そ
の
た
め
に
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
お
き
た
い
。
実
際
、
パ

i
ス
の
探
究
の
議
機

あ
る
用
滞
納
(
仙
沼
会
2
3
2
)
、
演
捧
(
含
含
2
2
2
〉
、
復
説

(
S
3
5
2仙叩

2
5
E三
日
告
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
か

の
推
論
作
用
は
、

て
お
き
た
い
。
捻

の
確
定
と
は

の

と
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
っ
て

グ〉

〈一
cm判

F
n
o円
庄
内
山
岡
弘
門
司

の

れ
た
推
論
を

ぃ
虚
偽
論
〈
議

3同
岡
崎
吋

g
r
o同
広
同

2
3
n巾
)
に
か
け
る
と
い
う(

制
品
}

用

(
S
E
Z
}
向丘町
c
m
)
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
第
一
一
の
命
題
に
関
し
て
、
パ
!
ス
の
探
究
の

の
た
め
の
新
た

の
磁
立
を
め
ざ

は
デ
カ
ル

よ
る
瞬
間
的
認
識
を
否
定
し
、

わ
れ
わ
れ
を

科
学
的
認
識
に
導
く
よ
う
に
も
く
ろ
ま
れ
て
い
る
で
だ
て
な
の
で
あ
り
、

導
く
信
念
の

パ
i
ス
が
意
向
出
と
し
て
い
た
も
の
は
、
正
し
い

の
規
則
を

ざ
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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(3) 

第
一
一
一
の
命
醸
に
関
し
て

デ
カ
ル
ト
批
判
の

ら
、
第
一
、
第
一

の
命
、
壌
を
う
ち
た
て
た
パ

i
ス
が
第
三
の

れ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
っ
た
。
諜

究
の

の
で
だ
と
な
る
の
は
、
ま
冬
に
思
考
な
の
で
あ
り
、
思
考
以
外
に
想
定
さ
れ
え
な
い
と
い
う
の
が
パ
ー
ス
の
見
解
で
あ
る
と
い

、ぇレムでつ。

き
て

パ
ー
ス
の
諮
い
は

ま
可
〉

S
F
U奪

2
1
吋，
L

と
い
う
の
で
は
な
く

わ
れ
わ
れ

し
に
思
考
し
う
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
で

わ
れ
わ
れ
が
外
鈴
な
諸
事
実
を
明
較
に
根
、
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、

に
よ
る
。
そ
れ
以
外
の

の
思
考
は

ト
4
F

つ

れ
え
な
い

と
パ

i
ス
は
い
う
。

つ
ま
り

て
の
み

れ
る

北
大
文
学
部
紀
雨
前



パ
;
ス
か
ら
ミ

i
ド
へ

怒
ら
に
、
認
識
さ
れ
る
思
考
は
記
号
を
伴
う
怠
考
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

〈
制
帥
)

て
の
思
考
は
必
然
的
に
詑
号
合
必
要
と
す
る
」
と
い
う
命
題
を
定
立
す
る
。
こ
の
命
題
は
、

こ
と
を
意
味
し
、

そ
の
こ
と
か
ら
、

パ
ー
ス
は
、

「
す
べ

的
に
生
じ
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
パ
!
ス
の
反
デ
カ
ル

お
い
て
み
て
き
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
連
続
的
な
チ
つ
づ
き
が
と
ら
れ
て
い
る
。

の
立
場
か

で
は
な
い
」
、

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
、
第
二
の
命
題
に

ど
の
患
考
も
そ
れ
に
つ
づ
く
何
ら
か
の

そ
れ
に
対
応
す
る
事
実
を
も
っ
て
い
る
。
思
考
は
、

こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
、
パ

i
ス
は
思
考
と
記
号
と
の
連
践
を
次
の
よ
う
に

思
考
の
能
力
は
「
感
覚
と
注
意
力
〈
あ
る
い
は
抽
象
能
力
)
の

系
列
に
お
い
て

れ
て
い
る
。

そ
の

そ
の
ど
れ
を
と
り
あ
げ
て
も
、

一
つ
の
要
素
か
ら
な
り
た
っ
て
い

と
い
う
。
こ
の
指
摘
は
、
ま
ず

わ
れ
わ
れ
の
立
つ
場
は
、
ど
ん
な
意
味
で
も
知
覚
め
現
象
か
ら
離
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
そ
し
て
つ
ぎ
に
、

そ
こ
に

グ〉

が
あ
る

42 

会
会
せ
る
表
示
作
用
可

3
3
2
2三
吉
田
)
、
第
一

こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
間
関
同
僚
を
も
と
に
し
て
、
思
考
と
記
号
と
の
関
係
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
思
考
に

に
、
あ
る
思
考
を
地
の
思
考
と
の
罷
採
に
も
ち
こ
む
純
粋
の
指
示
摘
消
〈

(
容
師

Z
Z乞

MMg吋
母

)
、
ぞ
れ
は
い
か
に
感
じ
る
か
を
示
し
、
思
考
の

含
周
回
。
骨
髄
己
認
さ
ち

g立
。
ロ
)
あ
る
い
は
実
在
的
な
結
合
(
ま
諮
問

2
3
2
2位
。
三
、
第
三
に
、
素
材
的
性
質

(
幻
)

め
る
。
そ
れ
ら
に
対
応
し
て
記
号
の
関
係
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
第

円
山
口
駒
山
ル
伸
一
可

こ
、
記

号
は
記
号
を
解
釈
す
る
思
考
と
の
関
係
そ
も
つ
。
第
二
に
、

に
、
記
号
は
素
愛
に
関
し
て
、
対
象
と
の

お
い

さ
せ
ら
れ
る
対
象
と
欝
達
を
も
っ
。
第

(
泌
)

も
た
ら
す
。
こ
う
し
た
思
考
と
記
号
の
連
関
か
ら
、
パ

i
ス

の

機

能

を

信

念

の
形
成
に
あ
る
も
の
と
み
な
す
。
ま
た
、
信
念
の
本
貿
は
潜
慣
の
擁
立
に
あ
る
の
で
あ
り
、
習
慣
と
は
一
行
動
の
規
則
前
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

、q
d
J

F
2
、

つ
ま
り
、
「
行
動
の
欝
僚
を
形
成
す
る
こ
と
こ
そ
思
考
の
機
能
の
す
べ
て
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
パ
ー
ス
は
習
慣
に
ど
ん
な
意
味
を
も
た
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
パ
!
ス
は

「
思
考
と
は
怖
か
」
と
間
わ
な
か
っ
た
よ
う



あ
る
か
」

は
荷
か
」
と
も
問
わ
な
い
。
こ
こ
に
パ

i
ス
の
一
貫
し
た
プ
ラ
グ
サ
デ
ィ
ズ
ム
の
方
法
が
あ
る
。
そ
の
方
法
に
お
い
て
ー

κて
い
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
、
習
慣
が
わ
れ
わ
れ
を
「
ど
ん
な

の
問
い
は
穫
先
せ
ず

の
よ
う
な
仕
方

「
強
何
に
あ
る
か
」
が
つ
ね

時
に
」
、

の
何
で
あ
る
か
が
答
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
ど
ん

一
行
動
さ
せ
る
か
に
よ
っ

〈
仲
言
語

F
S
)に
関
し
で
は
、
行
動
へ
の
刺
激
が
知
覚
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
い
う
事
実
に
着
目
し
、

に
相
関
し
て
は
、
動
の
目
的
が
感
覚
し
う
る
結
果
を
生
み
だ
す
と
い
う
事
室
内
に

の
よ
、
フ
な
仕
方
で
」
〈
仲
町
時
ぎ
唱
)

る
こ
と
に
よ
っ
て
父
子
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で

あ

」
の
よ
う
に
、
行
動
へ
の
き
っ
か

る
の
は
知
覚
で
あ
り
、
行
動
の

E
的
は
感
、
覚
し
う
る
結
果
を
生
み
だ
す

と
に
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
が
ら
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
本
輸
の
付
で
示
し
た
パ

i
ス
の
こ
と
ば
、

「
す
べ
て
の
疑
念
の
要
素
は
知
覚
と
い
う
開
け
を
通
つ

の
意
味
を
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
に
示
し
て
き
た
よ
う

- 43 

て
論
理
的
思
想
に
入
り
、
合
呂
的
な
行
動
と
い
う
開
け
か
ら
出
る
」

に
、
思
考
よ
信
念
↓
議
慣
γ+一
行
動
の
過
翠
は

の
つ
な
が
り
の
な
か
に
あ
る
し
、
き
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
概
念
の
な
か
に
知
覚

↓
論
理
↓
行
動
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
を
舟
的
な
退
曜
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
に
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
さ
に
、
思
考
か

へ
の
つ
な
が
り
の
な
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
知
覚
;
論
理
↓
行
動
の
シ
ェ
ー
マ
を
捺
究
し
て
い
る
パ
ー
ス
の

の
方
法
を

み
い
だ
す
の
で
あ

(4) 

第
罷
の
命
鰭
に
関
し
て

パ
i
ス
に
し
た
が
う
な
ら

な
顎
域
で
の

は

、

記

号

を

伴

う

思

考

に

よ

る

推

論

作

用

か

認

識

可

能

ち
、
そ
の
機
能
を
来
す
こ
と
が
ぞ
き
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
絶
対
に
認
識
不
可
能
な
も
の
の
記
号
は
、
パ

わ
れ
わ
れ
の

び
か
れ
る
し

北
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パ
ー
ス
か
ら
ミ

i
ド
へ

i
ス
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
意
味
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
絶
対
に
認
識
不
可
能
な
も
の
は
、
話
達
す
べ
き
い
か
な
る
概
念
を
も
も
っ
て
い

、
nd

な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

パ
ー
ス
に
お
い
て
も
、

認
識
は

の
一
致
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

そ

か
れ
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
知
覚
↓
論
理
↓
一
行
動
と
い
う
連
続
的
な
通
躍
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
過
程
か
ら
離
れ
て
、

つ
ま
り
非
連
続
性
に
お
い
て
認
識
可
能
な
基
擦
は
決
し
て
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
バ

l
ス
は
結
対
に

ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

を
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み

知
党
↓
論
理
↓
行
動
の
過
殺
は
連
続
的
で
あ
り
、
そ
の
過
軽
は
そ
れ
に
引
き
続
く
行
動
の

の
過
程
の
ど
の
瞬
間
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
認
識
を
も
っ
。

へ
と
連
続
的
に
展
開
す
る
。
そ
し
て
そ

い
う
な
ら
ば

さ
ら
に
滞
納
と
領
説
に
よ

り

後

行

の

認

識

へ

と

推

論

作

用

の

操

作

に

よ

っ

が

そ

れ

よ

り

も

以

前

の

い

っ

そ

う
特
殊
的
で
、
不
明
瞭
で
、
無
意
識
的
な
認
識
か
ら
、
潟
滞
納
と
般
競
に
よ
っ
て
論
理
的
に
導
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
が
ゲ

ま
た
、
こ
の
操
作
を
識
に
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
行
の
翠
識
か
ら
、
さ
ら
に
先
行
の
認
識
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
無
限
に
こ
の
系
邦
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
最
後
に
は
、
品
ぶ
っ
た
く
特
殊
的
で
、
ま
っ
た
く
無
意
識
的
で
あ
る
、
観
念
的
な
最
初
の
も
の

(
幻
)

〈
忠
岡
信
広
時
三
岡
町
『
阻
仲
〉
に
到
達
す
る
。
観
念
的
な
も
の
に
よ
っ
て
、
パ
!
ス
が
意
味
す
る
も
の
は
、
「
可
能
な
も
の
(
島
市
言
拍
帥
仔
阿
部
)
が
到

(
務
)

達
し
え
な
い
限
界
」
で
あ
る
。
そ
し
「
観
念
的
な
最
初
の
も
の
」
と
は
、
「
特
殊
な
物
母
体
(
子
母
音

2
2鉱
山
需
を
高
宮
山
仲
間
帯
同
町
〉

〈

抽

出

〉

こ
の
「
観
念
的
な
最
初
の
も
の
」
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
。

g
g
e
と
の
関
係
を
も
ち
う
る
課
り
で
あ
る
。
こ
の
「
観
念
的
で
綾
初
の
も
の
」
も
、
精
神
と

実
在
〈
忌
申
立
齢
ど
と
い
う
の

に
導
き
出
さ

そ
の
こ
と
は
、

;h 

と
い
っ
て
、

パ
i
ス
は
、

認
識
が
成
立
す
る
の
は
、

つ
ね

の
間
関
係
を
も
ち
う
る
限
り
存
在
し
う
る
と
い
え
る
。
轄
神
の
正
し
い
に
よ
っ
て
、
表
示
さ
れ

「
推
論
の
法
制
約
に
し
た
が
っ
て

で
あ

て
い
く
記
号
な
の
で

し
た
が
っ
て
、

は

パ
ー
ス
に
よ
る
と

グ〉
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推
論
の
法
則
は
、
外
的
な
諸
事
実
に
も
と
づ
く
推
論
作
用
か
ら
導
か
れ
、

そ
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
記
号
は
「
観
念
的
な
最
初
の
も
の
」

と
の
関
係
を
も
っ
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
パ
ー
ス
に
と
っ
て
、
こ
の
「
観
念
的
な
最
初
の
も
の
」
は
外
的
事
実
と
の
対
応
を
も
ち
、
決

(
M
M
)
 

し
て
虚
偽
と
は
な
ら
な
い
パ
ー
ス
の
記
号
論
は
、
以
上
の
こ
と
が
ら
に
根
拠
を
も
っ
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
思
考
を
記
号
と
し
て
捉
え
る
こ
と
こ
そ
が
、
パ
ー
ス
の
デ
カ
ル
ト
克
服
の
鍵
で
あ
る
。
パ
ー
ス
は
探
究
の
論
理
学
を
う

ち
た
て
る
て
だ
て
と
し
て
、
意
識
に
帰
せ
ら
れ
た
言
葉
を
す
べ
て
記
号
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
J

そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
を

も
記
号
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
は
、
パ
ー
ス
の
つ
ぎ
の
確
信
が
あ
る
。
「
す
べ
て
の
思
考
が
記
号
で
あ
る
と
い
う
命
題
か
ら
、

(

何

日

)

そ
し
て
人
聞
の
生
活
が
思
考
の
連
続
で
あ
る
と
い
う
命
題
か
ら
、
人
聞
が
記
号
で
あ
る
こ
と
が
証
明
で
き
る
」
。

こ
の
証
明
に
さ
き
だ
っ
て
、
パ
ー
ス
は
人
間
と
記
号
と
の
相
違
を
あ
げ
る
。
こ
の
相
違
は
、
人
間
と
い
う
記
号

(
s
g，
田
仲
間
口
)
と
言
葉
(

(
叫
)

g
d
『
門
戸
)
¥
と
の
対
比
で
論
じ
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
差
異
性
の
特
性
と
し
て
次
の
三
つ
の
側
面
を
あ
げ
る
。

ω、
記
号
を
構
成
す
る
素
材

の
性
質
、
口
、
記
号
の
指
示
能
力
、
白
、
記
号
の
表
示
能
力
。
こ
れ
ら
三
つ
の
側
面
に
お
い
て
人
間
と
い
う
記
号
の
方
が
、
言
葉
よ
り
も
き

-45 ー

わ
め
て
複
雑
で
あ
る
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
程
度
の
差
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
両
者
は

相
関
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
逆
に
、
類
似
性
の
側
面
か
ら
み
て
い
っ
た
と
き
、
種
々
な
点
か
ら
、
「
人
聞
が
使
用
す

(
伍
)

る
言
葉
、
ま
た
は
記
号
は
人
間
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
言
葉
と
人
間
と
を
対
比
さ
せ

(
必
)

「
わ
た
し
の
言
葉
の
体
系
は
わ
た
し
自
身
の
総
体
で
あ
る
」
と
し
か
結
論
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

て
み
た
と
き
、
結
局
、

そ
こ
に
は
、
人
間
と
は
思
考
で
あ
り
、
思
考
と
は
記
号
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
感
覚
物
を
も
っ
と
い
う
こ

と
か
ら
く
る
推
論
作
用
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
、
ぇ
、
「
行
動
の
習
慣
を
京
成
す
る
こ
と
こ
そ
思
考
の
機
能
の
す
べ
て
で
あ
る
」
と
い

う
こ
と
に
は
、
人
聞
の
感
性
的
存
在
の
側
面
を
生
か
し
な
が
ら
、
な
お
、
整
合
的
な
人
聞
の
未
来
の
行
動
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
パ
ー
ス
の
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パ

i
ス
か
ら
ミ

i
ド
ヘ

目
論
見
が
あ
る
の
で
お
る
。
パ
ー
ス
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
人
閉
め

い
た
の
か
を
了
解
で
き
よ
う
。

つ
い
て
語
る
と
さ
、
何
故
人
間
を
記
号
と
し
て
抱
え
よ
う
と
し
て

ぺ

人

閉

め

本

質

は

、

か

れ

が

行

動

し

、

患

考

す

る

と

こ

ろ

の

も

の

の

繋

合

性(
円
引
)

乞

Z
Zミ
)
に
あ
る
。
そ
し
て
整
会
牲
と
は
、
事
物
の
知
的
特
性
、
時
ち
、
事
物
が
あ
る
も
の
を
表
示
す
る
こ
と
件
、
あ
る
」
。

の
よ
う
に
、
パ

l
ス
は
、
デ
カ
ル
ト
批
判
に
さ
い
し
て
、
絶
対
に
認
識
不
可
能
な
も
の
を
捉
え
よ
う
と
す
る
す
べ
て

(
広
申
出
叫
い
ル
グ
ニ

し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
た
い
し
て

λ

i
ス

ら
の
推
論
作
用
に
よ
っ
て
の
み
明
噺
な
認
識
を
得
る
も
の
と
し

の
形
成
父
宮
買
え
信
三
c
m
え
ま
i

に
よ
っ
て

た
。
そ
の
た
め
に
探
究
の

た
て
た
の
で
あ
り
、
そ
の
論
理
学

宮
山
内
)
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、

そ
し
て
行
動
の

つ
く
り
あ
げ

た
い
し
て
の
合
同
滅
的
な
行
動
を
自
己
競
御
に

も
た
ら
そ
う
と
し
た
の
で

と
こ
ろ
で

パ
i
ス
は
吋
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
批
判
的
常
識
、
主
義
』

タ
初

の
論
文
で
、

る
こ
と
は

の
行
動
で
あ

井山

46 

の
意
味
は
、

い
う
。
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
思
考
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
感
覚
物
と
の
対
応
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
命
題

つ
ま
{
る
、
と
こ
ろ
、
思
考
に
お
け
る
行
動
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
ひ
行
動
が
思
考
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
思
考
が
行

と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
パ

i
ス

は

入

障

の

め

論

理

的

構

造

の

反

映

と

し

て

と

ら

え

て

い

る

と

結

論

す
る
こ
と
が
で
怒
ょ
う
。

は
、
実
は
撤
底
的
な
現
象
主
義
を
つ
ら
ぬ
く
こ
と
に
あ
る

の
で
は
な
く
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
を
必
ず
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

ま
た
、
こ
の
こ
と
を
考
え
て
い
く
と
パ

l
ス
の
知
覚
↓
論
理
↓
一
行
動
の

パ

j
ス

っ
た
一
連
の

は
、
知
覚
を
越
え
て

殺
の
構
造
を
明
確
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
明
確
に
と
ら
え
ら
れ
た
そ
の
地
点
か
ら
、

の
論
理
的
構
造
会
反
映
し
た
か
た
ち
で
〉

そ
こ
に
は
)
人
間
が
理
笠
的
に

人
間
の
行
動
は
米
米
へ
む
か
つ
て
罷
か
れ
る
と
い
う
。



北
六

U
T築
山
出
品
併

(
印
)

行
動
す
る
場
と
し
て
の
理
性
の
国
が
あ
る
、
と
パ

l
ス
は
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
行
動
を
と
り
あ
う
か
う
に
あ
た
っ
て
、
知
覚
に
手

が
か
り
を
お
き
な
が
ら
も
、
整
合
性
を
求
め
て
や
ま
な
い
パ
ー
ス
の
手
つ
づ
き
の
底
に
あ
る
何
か
を
、
わ
れ
わ
れ
は
垣
間
見
る
こ
と
が
で

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
す
く
な
く
と
も
、
現
象
に
足
が
か
り
を
お
い
て
、
科
学
の
方
法
で
行

き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

動
を
探
究
し
よ
う
と
し
た
パ
ー
ス
の
姿
を
え
が
き
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

〔三〕パ
ー
ス
の
反
デ
カ
ル
ト
主
義
の
立
場
か
ら
う
ち
た
て
ら
れ
た
前
述
の
命
題
は
ミ

l
ド
へ
と
受
け
つ
が
れ
る
。
そ
の
受
け
つ
が
れ
方
は
、
同

-.47 -

一
の
方
向
を
構
図
と
し
て
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
パ
ー
ス
の
立
つ
視
点
と
ミ

l
ド
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
パ
ー
ス
か
ら
ミ

l
ド
へ
の
思
想
の
発
展
の
過
程
の
な
か
に
種
々
な
差
異
性
が
う
み
だ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
結
果
と
し

て
う
み
だ
さ
れ
た
思
想
は
ミ
|
ド
独
自
な
も
の
と
し
て
結
実
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
い
だ
す
の
で
あ
る
。
本
章
は
、
前
章
で
と
り
あ
つ
か

っ
た
四
ヴ
の
命
題
を
ミ
|
ド
の
と
っ
た
方
向
と
照
ら
し
合
せ
な
が
ら
、
パ
ー
ス
が
う
ち
た
て
た
命
題
の
根
拠
を
さ
ぐ
り
、
そ
し
て
両
者
の

差
異
性
を
指
摘
す
る
こ
と
を
意
図
と
し
て
い
る
。

)
 

1
 

(
 
第
一
命
題
か
ら
の
受
け
つ
ぎ

パ
ー
ス
は
デ
カ
ル
ト
的
な
内
省
の
能
力
を
否
定
し
た
。

そ
の
こ
と
は
デ
カ
ル
ト
的
な
自
我
の
形
而
上
学
的
な
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て

パ
ー
ス
と
ミ

l
ド
の
見
解
は
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
。

「
自
我
は
も
は
や
意
識
の
デ
カ
ル
ト
的
な
前
提
で

北
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パ
ー
ス
か
ら
ミ
l
ド
へ

(
l
)
 

は
な
い
」
と
ミ

l
ド
は
主
張
す
る
。
意
識
内
の
存
在
か
ら
演
緯
的
に
自
我
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
主
張
に
た
い
し
て
、
ミ

l
ド
は
徹
底
的

(
2
)

・

反
対
の
立
場
を
と
る
。
ミ

l
ド
は
科
学
の
方
法
に
も
と
づ
い
た
観
点
か
ら
自
我
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
パ
1

ス
の

い
う
「
す
べ
て
の
精
神
作
用
を
外
的
な
事
実
か
ら
の
仮
説
的
な
推
論
」
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
受
け
つ
い
で
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
出
発
点
に
お
い
て
両
者
の
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
異
な
っ
て
い
た
。

そ
こ
に
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
最
も
初
期
に
あ
る
パ
ー
ス
か
ら
最
も
後
期
に
あ
る
ミ
!
ド
に
い
た
る
歴
史
的
発
展
の
経
過
が
考
え

(
3
)
 

ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
的
展
開
の
成
果
に
限
っ
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

既
に
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
パ
ー
ス
は
科
学
の
方
法
の
探
究
の
論
理
を
求
め
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
を
克
服
し
よ
う
と
し

)

、
1
・
1

た
。
論
理
学
の
法
則
の
妥
当
性
の
根
拠
に
も
と
づ
い
て
明
断
な
認
識
を
得
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
法
は
か
れ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
イ

ズ
ム
の
マ
ク
シ
ム
で
生
か
さ
れ
る
。
そ
こ
に
、
パ
ー
ス
が
数
学
お
よ
び
論
理
学
を
確
実
な
学
と
し
て
か
れ
の
方
法
の
根
拠
に
考
え
て
い
た

(
4
)
 

こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ミ

l
ド
は
同
じ
く
科
学
の
方
法
を
求
め
る
。
哲
学
と
科
学
の
方
法
は
同
一
視
さ
れ
る
。
し

か
し
、
メ
カ
ニ
ッ
ク
な
科
学

(
B
2
r
s
-
2戸
田
丘

2
2
)
に
た
い
し
て
は
批
判
的
で
あ
る
。
「
科
学
は
進
化
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
標

(
5
)
 

傍
し
、
科
学
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
発
展
こ
そ
真
の
科
学
の
在
り
方
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ

そ
、
数
学
や
論
理
学
を
も
と
と
し
て
哲
学
を
問
題
に
す
る
よ
り
も
、
何
よ
り
も
生
物
学
の
成
果
を
基
礎
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
れ
の
思
想

(
6
)
 

は
成
り
立
っ
て
い
る
。
ジ
ェ

l
ム
ズ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ま
た
デ
ュ

l
イ
が
初
期
に
お
い
て
心
理
学
の
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
よ

(
8
)
 

う
に
、
ミ

l
ド
の
出
発
点
は
心
理
学
に
あ
っ
た
。
意
識
の
存
在
を
第
一
義
的
に
認
め
よ
う
と
す
る
立
場
に
た
い
す
る
ミ

l
ド
の
批
判
は
、

(
9
)
 

生
物
学
の
成
果
に
支
え
ら
れ
た
心
理
学
の
研
究
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(
叩
)
・

川
・
2
、
ミ

l
ド
は
ま
ず
何
よ
り
も
有
機
体
の
存
在
を
認
め
、
有
機
体
の
行
動
か
ら
出
発
す
る
。
デ
カ
ル
ト
が
懐
疑
し
え
な
い
一
点
を

- 48一



コ
キ
ト
・
ス
ム
に
求
め
た
の
に
た
い
し
て
、
も
し
デ
カ
ル
ト
的
な
表
現
を
す
る
な
ら
、
懐
疑
し
え
な
い
一
点
は
有
機
体
と
し
て
の
人
聞
の

行
動
で
あ
っ
た
。
意
識
の
内
部
か
ら
認
識
の
根
拠
を
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
意
識
と
は
、
あ
る
い
は
認
識
作
用
と
は
、
行
動
か
ら
発

生
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
発
生
論
的
観
点
に
立
っ
て
、
行
動
の
意
識
に
た
い
す
る
優
位
性
を
説
く
。
有
機
体
と
し
て
の
人
聞
の
行
動
は

(
U
)
 

社
会
的
な
行
動
で
あ
る
。
社
会
的
行
動
の
過
程
の
な
か
か
ら
意
識
が
発
生
し
て
く
る
。
そ
の
場
合
、
人
聞
が
有
機
体
と
し
て
生
理
学
的
構

造

(
Z
3
E。包
g-
己
z
n
E『
巾
)
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
。
ミ
ー
ド
に
と
っ
て
、
す
べ
て
の
有
機
体
は
、
そ
れ
ぞ

し
た
が
っ
て
、
発
生
論
的
見
地
に
立
っ
て
、
人
聞
の
意
識
活
動
を
特
徴
付
け
て
い
る
も
の

れ
社
会
的
な
生
命
過
程
の
な
か
に
お
か
れ
る
。

は
、
他
の
有
機
体
と
の
区
別
か
ら
み
る
な
ら
、
ま
ず
、
人
聞
は
、
高
度
に
複
雑
に
組
織
化
さ
れ
て
い
る
社
会
的
過
程
の
な
か
に
お
か
れ
る
と

そ
し
て
人
間
特
有
な
生
理
的
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ぃ
、
っ
こ
〉
」
、

に
、
人
聞
が
社
会
的
有
機
体
(
印
。
己
曲
目
。
円
m
2
2
B
)
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
を
た
ん
に
個
人
の
も
の
に
帰
す
る
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以
上
の
ミ

l
ド
の
見
解
は
、

ま
さ
に
反
デ
カ
ル
ト
主
義
の
立
場
に
あ
る
。
第
一
に
、
意
識
を
発
生
論
の
立
場
で
説
明
す
る
こ
と
、
第
二

の
で
な
く
、
社
会
的
な
過
程
の
産
物
と
す
る
。
第
三
に
、
デ
カ
ル
ト
の
身
心
二
元
論
に
対
し
て
、
身
体
を
も
っ
有
機
体
の
行
動
で
精
神
を

(
日
)

説
明
す
る
。
と
い
っ
て
も
、
パ
ー
ス
の
反
デ
カ
ル
ト
主
義
の
場
合
と
異
な
っ
て
い
る
。

c-
モ
リ
ス
の
表
現
に
よ
る
と
、
両
者
は
「
デ
カ

(
M
)
 

ル
ト
主
義
の
さ
ま
よ
え
る
横
道
の
根
、
(
吋
。
。
丹
加
え

-
z
m
2
5
m
可

2
巾
『
由
巾
)
」
を
た
ち
き
っ
た
。
両
者
は
意
識
を
知
覚
の
現
象
の
粋
内

に
ひ
き
お
ろ
し
、
そ
の
な
か
か
ら
思
考
の
普
遍
性
、
行
動
の
一
般
性
、
そ
し
て
諸
法
則
の
客
観
性
を
ひ
き
だ
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
そ

の
意
味
で
わ
れ
わ
れ
が
認
識
を
得
る
と
い
う
こ
と
の
手
が
か
り
を
両
者
は
外
的
な
事
実
か
ら
求
め
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
場
合
、
パ
!
ス
は
論
理
的
分
析
を
も
と
と
し
て
、
概
念
の
明
噺
き
を
求
め
、
思
考
の
法
則
を
み
い
だ
そ
う
と
し
て
探
究

の
論
理
学
を
う
ち
た
て
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ミ

l
ド
は
有
機
体
の
行
動
を
も
と
と
し
て
、
社
会
的
行
動
の
過
程
か
ら
社
会
的
行
動
主
義

北
大
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パ

i
ス
か
ら
ミ

l
ド
ヘ

を
う
ち
た
て
よ
う
と
し
た
。

こ
こ
に
、
一
偶
者
の
行
動
に
つ
い
て
の
了
解
の
相
違
が
あ
る
。
パ

j

ス
に
お
い
て
、
推
論
作
用
の
過
程
が
終
え
た
も
と
こ
ろ
に
は
じ
め
て
行
動

が
あ
ら
わ
れ
る
α

ミ
;
ド
に
は
、

の
根
拠
と
す

あ
る
い
は

の
あ
ら
ゆ

し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
相
違

と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
パ

i
ス
か
ら
ミ

l
ド
へ
の
流
れ

は
、
行
動
を
説
碗
す
る
に
あ
た
っ
て
、

え
る
こ
と
が
で
き

(
担

z
t
n
gえ
V
O
仏
)
か
ら
動
的
方
訣
(
丸
刈
出
静
岡
忠
ロ

HZ2ro丸〉

へ
の
推
移
と
し
て
と
ら

〕
の
こ
と
は
以
下
の

b
f
w
介
す
ハ
V

O

(2) 

第
二
の
命
鰭
か
ら
の
受
け
つ
ぎ

の
能
力
に
よ

ベ
ル
グ
ソ
ン
が
そ
ブ
ン
・
ヴ
イ
タ
I
ル
怠
蓄
え
だ
ニ
を
語
る
線
拠
を
蓋
観
に
求
め
た
と
い
う
お
…
に
お
い
て
、

立

場

を

非

科

学

的

で

あ

る

と

非

難

し

一

叩

よ

る

認

識

を

排

し

て

、

ミ

i
ド
は
科
学
的
方
法
に
よ
っ
て

、、、
1
1
v
s
d
u

、

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
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パ

i
ス
の
い

の
否
定
は
ミ

i
ド
も
同
様
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
に

お
し
ま
な
か
っ
た

の
問
題
を
と
り
あ
っ
か

お
う
と
す
る
。

ミ

i
ド
の

吋
十
九
世
紀
に
お
け
る
思
想
の
運
動
」

の
テ
!
?
は
科
学
の

そ
こ
に
ho
い
て

、之

i
l
h
F
や
J
O;
 

は
科
学
で
あ

と
い
っ
た
信
念

て
い
る
。

ぴ
っ

た

患
本目
，'"、
史
ぞ
と
り
あ
っ
か
'コ

はて

る
ま

ず
現
象
の

の
で
あ
り
、

そ
こ
で
い
う
科
学
の

(
げ
)

そ
し
て
い
ま
ま
で
法
制
約
と
し
て
み
と
め
ら
れ
た
も
の
か
ら
例
外
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
」
c

そ
し
て
さ
ら

れ
る
べ
き
共
議
の

れ
る
べ
き
か
を
吟
味
し
、
そ
の
問
題
に

(
n
o
g
g
O
H
M
P
3
3
〉
を
う
ち
た

に
、
鍔
外
が
ど
の
よ
う
に

て
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
様
諮
に
お
い
て
当
の
問
問
題
が

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
復
読
は
そ
の
意
味
で



的
で
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
特
設
を
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
叙
説
と
し

っ
て
検
証
さ
れ
た
と
き
に
、
法
制
と
し
て
定
立
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
と
き
で
さ
え
、
法
剥
は
あ
く
ま
で
も
仮
説
と
し
て
と
ど
ま
る
。
法
制
問
は
、

川
崎
ず

つ
ね
に
飽
の
例
外
の
事
務
か
ら
新
た
な
法
則
的
を
う
ち
た
て
ら
れ
る
こ
と
を
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
む
の
で
あ
る
。

さ
れ
る
J

そ
の
仮
説
は
、
さ
ら
に
、
龍
の
も
の
に
よ

ミ
l
い
?
の
こ
、
7
し
た

の
方
法
論
に
つ
い
て

と
り
た
て
て

る
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

む
し
ろ
、
こ
の
方

法

が
た
て
ま
え
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
ミ

i
ド
の
仮
説
講
成
の

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

に
つ
い
て
は
持
潟
な
疑
問
問
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
な
い

生
物
学
的
見
地
に
も
と
づ
い
て
偽
徹
底
的
に
議
関
さ
れ
て
い

し
か
も
、
そ
の
展
開
の
仕
方
に
か
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
方
法
が
?
り
ぬ
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

パ
j

ス
が
推
論
の
指
導
附
思
議
を
定
式
北
す
る
に
あ
た
っ
て
」
疑
い
に
含
忌
必
と

の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
問
問
題
な
の
は
、

か
れ
の
思
想
が
、

(
ゲ
命
日
目
え
〉

グ)

一
つ
め
関
係
に
お
い
て
行
動
を
捉
え

l
h
F
は
パ

i
ス
の
い
う

に
務
る
パ
タ

i
ン
の
過
程
全
体
を
行
動

に
な
ぞ
ら
え
て
次
め
よ
う
に
説
明
す
る
。
な
し
て
い
る
こ
と
と
科
学
者
が
な
し
て
い
る
こ
と
と
は
開
閉
じ
こ
と

い
こ
か
ら

る
。
そ
の

科
学
者
の
立
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ょ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
?
で
に
の
べ
た
。

で-

に
寵
商
し
て
動
物
は
新
ら
し
い
状
況
(
伯
仲

Z
三
芯
ロ
)
に

あ
る
行
為
を
な
し
と
げ
る
た
め
に
、
そ
の
動
物
は
い
ま
ま
で
と
は
災
な

要
素
を
選
択
部
品
目

2
仲
)
す
る
。
そ
の
と
き
に
、
そ
こ
た
そ
れ
を
癌
止
(
各
市
兵
)
す
る
も
の
が
あ
ら
か
れ
る
。
あ
る
方
向

が
開
か
れ
る
。
あ
る
こ
と
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
也
の
こ
と
会
さ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ち
が
い
が

が
あ
る
問
問
題
に
直
一
泊
す
る
と
す
る
と
き

そ
の

自
か
ら

制
戸
内
江
口
担
仲

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

つに
む
か
う
と
地
のと

な
る
。

3MM設
立
)

の
ち
が
い
が
再
構
成
〈

2
2
5守
去
と
さ
れ
る
ま
で
、

己
の

に
も
た
ら
す
総

の
テ
ス
ト
は
ひ
と
つ
の

つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
、

そ
の
一
行
為
は
停
止
状
態
に
あ
る
。

と
い
、
っ
。

そ
の
動
物
が
自

北
大
文
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パ
!
ス
か
ら
ミ
i
h
h
e

へ

パ
i
ス
の
叶
疑
い
」
か
ら
に
到
る
過
程
の
論
理
構
造
が
、
ミ
!
H
?
の
有
機
体
の
仔
動
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る

と
と
に
よ
っ
て
、
変
化
し
て
く
る
。
パ
ー
ス
の
行
動
は
推
論
作
用
を
捜
本
的
に
前
提
し
て
い
る
過
報
と
し
て
説
明
さ
れ
る
o
p
ぞ
の
意
味
で
は
、

論
理
上
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
か
ら
く
る
持
動
の
整
合
性
を
求
め
る
方
法
が
と
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
わ
た
し
は
、
パ

i
ス
の
方
法
は
静
的
な

科
学
の
方
法
で
あ
る
と
名
付
け
た
い
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ミ

l
ド
の
は
動
的
〈
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
〉
な
科
学
の
方
法
と
名
付
け
た
い
。
と

い
う
の
は
、
い
ま
憐
で
示
し
た
よ
う
に
、
偲
が
あ
る
問
題
に
謹
面
し
て
、
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
行
為
の
過
程
の
な
か
で
、
個
自
体
の
内

部
に
、
そ
の
状
視
と
の
関
係
に
お
い
て
変
化
が
お
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
変
化
は
、
も
は
や
、
以
前
の
行
動
の
あ
り
方
と
は
ち
が
っ
た
質
的

な
変
化
を
自
己
の
習
性
の
な
か
に
と
り
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
動
は
推
論
作
用
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
の
で
は
な
い
。
有
機

体
と
そ
の
環
境
と
の
具
体
的
な
生
活
状
誕
の
な
か
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
動
さ
の
な
か
に
、
有
機
体
の
発
展
の
瀧
程
の
な
か
に

(
却
〉

行
動
は
捉
、
え
ら
れ
る
。
そ
の
行
動
か
ら
有
機
体
の
認
識
す
る
行
為
が
説
明
さ
れ
る
。
「
知
る
こ
と
は
調
整
の
過
程
で
あ
る
」
、
「
認
識
は
有

機
体
の
そ
の
環
境
に
た
い
守
る
選
択
的
態
変
(
間
己
申
告
吾
、
巾
酔

Ezr)の
発
展
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
選
択
に
し
た
が
う
再
調
整

(
2
i

同

&
5
5
3と
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
そ
れ
ゆ
、
ぇ
、
パ

i
ス
の
第
二
の
命
題
と
の
間
遠
か
ら
い
う
な
ら
、
ミ
ー
ド
は
先
行
の
認
識
と
そ
の
ま
た
先

行
の
認
識
と
の
簡
に
パ

i
ス
の
よ
う
な
論
理
的
盤
合
性
を
も
ち
こ
ま
な
い
。
能
件
と
後
件
と
の
事
象
の
関
ぞ
の
国
果
関
係
が
予
想
さ
れ
て

い
る
事
象
山
内
で
、
つ
ま
り
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
な
空
間
同
時
間
拘
で
、
あ
る
い
は
空
開
化
さ
れ
た
関
係
に
お
い
て
論
理
的
整
合
性
は
い
え
る
、
と
ミ

i
ド
は
主
張
す

μr
し
か
し
、
有
機
体
の
行
動
と
し
て
認
識
を
提
、
え
る
絞
り
、
調
者
の
開
の
論
理
的
整
合
性
は
い
、
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、

ミ
i
ド
は
有
機
体
の
行
動
を
発
壌
の
、
あ
る
い
は
進
北
の
過
謹
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
る
限
り
、
二
つ
の
事
象
の

開
問
に
は
、
前
件
に
な
か
っ
た
何
か
新
し
い
も
の
の
出
現
(
持
活
舟
ぷ
一

3
2
〉
が
怒
る
こ
と
が
予
恕
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
ゐ
る
。
認
識
と
は
新

(
お
〉

じ
い
も
の
の
出
現
に
た
い
し
て
の
調
整
の
過
程
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
パ
ー
ス
は
認
識
一
行
為
を
逮
続
性
に
お
い
て
み
て
い
る
が
、
ミ

i

こ
の
よ
う
に
、

つ臼伊守



ド
の
場
合
に
は
、
連
続
性
む
考
え
ら
れ
と

非
連
続
性
が
間
的
雛
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な

み
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
パ

i
ス
に
し
て
も
か
れ
ら
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、

い
。
そ
こ
に
は
、
ダ

i
ウ
イ

ン
、
ラ
マ
ル
ク
の
進
化
論
の

そ
れ
が
「

進
化
的
愛
」
、

の
法
制
…
」
等
の

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
躍
す
る
と
き
、

パ
!
ス
は
カ
ン
ト
が

で
と
っ
た

は i
ロド
イ fご
ス設け

の
影
響

ら
れ
な
い
。

そ
の
受
け
入
れ
に
あ
た
っ
て
、

も
あ
っ
て
、

へ
i
ゲ
ん
の
精
神
現
象
学
と
法
哲
学
と
の
方
法
に
準
拠
し
た
と
考
え
ら

こ
の
差
異
が
静
的
な
方
法
と
動
的
な
カ
法
と

し
で
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
が
ら
に
も
と
づ
い
て
、
第
二
の
命
題
か
ら
パ
ー
ス
と
の
差
異
性
を
ミ

i
ド
の

「
新
し
い
も
の
の
出
現
」

(
暗
雲
母
ぷ
阿
部

m
n時
〉

の
間
態
と
動
的
な
科
学
の

問
問
題
と
し
て
ひ
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

(3) 

第
三
の
命
題
か
ら
の
受
け
つ
ぎ
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パ
ー
ス
と
ミ
|
ド
と

は
記
号
論
め

'
}
、

A
d
p
F
 

と
わ
た
し

口
で
示
し
た
よ
う
に

ノY

ス

を
も
ち
だ
し
た
経
過
は
、

そ
の
過
装
に
お
い
て
記
号
論
と
行
動
主
義
と
は
、
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

パ
!
ス
の
思
考
を
記
号
ど
み
な
す
立
場
は
構
諮
と
し
て
ミ

i
ド
へ
と
受
け
つ
が
れ
て
い
る
と
い
え

為
(
思
考
も
含
め
て
〉
を
記
号
や
シ
ン
ボ
ル
で
捉
え
る
。
そ
の
意
味
で
ミ

l
ド
の
場
合
は
、
パ
ー
ス
よ
り
は

つ
い
て
い
る
と
い
、
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
パ

i
ス
の
記
号
論
を
ミ

i
ド
の
そ
れ
と
対
辻
さ
せ
る
ま
え
に
、
む
で
と
り
あ
っ
か
わ
な
か

i
ド
は
有
機
体
の
意
識
的
行

記
号
と
行
動
と

っ
た
諸
点
を
か
れ
の
協
の
論
文
と
の
関
係
か
ら
み
て
、

か
れ
の

て
い
た
も
の
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
。

北
大
文
学
部
紀
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パ
ー
ス
か
ら
ミ
i
ド
ヘ

わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
の
思
考
は
記
号
で
あ
り
、
精
神
と
は
推
論
の
法

で
み
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
、
精
神
は
シ
ン
ボ
ル
の
過
程
〈
恒
三
岡
山
M
o
r
n
M
V吋

2
2明
)
と
不
分

離
な
状
態
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
第
三
の
命
惑
が
適
用
さ
れ
る
範
聞
を
現
象
に
み
で
き
た
。
つ
ま
り
、
内
的
世
界
を
も
外
的

世
界
か
ら
の
諸
事
実
を
も
と
に
し
て
仮
説
的
に
推
論
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
令
受
け
て
き
た
。
こ
の
意
味
で
は
、

川

w
・
1
、
パ

i
ス
の
う
ち
た
て
た
第
一
一
一
の
命
題
か
ら
導
か
れ
て
、

則
に
し
た
が
っ

の
過
程

も
そ
の
現
象
内
に
限
ら
れ
る
も
の
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
初
}

と
こ
ろ
で
、
パ
ー
ス
は
論
文
京
細
部
に
わ
た
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
お
い
て
、
「
記
号
は
記
号
が
産
み
出
す
観
念
に
た
い
し
て
あ
る
も
の

(お〉

〈
曲
。
口
同
時
谷
宙
開
〉
を
表
示
す
る
。
つ
ま
り
記
号
は
外
か
ら
あ
る
も
の
を
精
神
に
議
ぴ
こ
む
運
搬
兵

(

4
岳山
n
Z
)
で
あ
る
」
と
記
し
て
い

る
。
「
外
か
ら
」
と
い
っ
た
場
合
、
無
論
、
外
界
を
指
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
運
ぴ
こ
ま
れ
る
精
神
と
は
「
体
何
で
あ
る
の
か
、
わ
れ
わ

(お〉

れ
が
み
て
き
た
現
象
内
の
人
間
の
精
神
に
、
つ
ま
り
有
限
な
精
神
に
限
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
パ
!
ス
は
吋
必
然
性
の
教
説
』
に
お
い

て
、
精
神
を
最
終
盟
〈
同
時
阿
国
曲
目

gz田
巾
)
の
織
さ
と
し
て
恕
定
し
、
精
神
を
宇
宙
的
な
性
格

(
2
2
M
W
n
Z
2
2
2〉
に
拡
げ
、
そ
し
て
精

神
ふ
乞
「
存
在
の
泉
」
〈

P
S
S
E
-岡
市
岡
山
尽
き

U
U
と
す
る
。
さ
ら
に
、
「
学
の
詳
細
な
分
…
舎
に
お
い
て
、
「
精
神
は
最
終
的
援
因
〈

(お〉

凶
器
包

2
2担仲町
0
と
に
よ
っ
て
働
く
。
そ
し
て
最
終
的
原
閣
は
論
理
的
関
係
国
(
目
。
包

2日

2
5開
仲
宮
田
〉
で
あ
る
」
と
す
る
。
も
し
そ
う
で
あ

る
一
な
ら
、
も
は
や
轄
神
は
単
な
る
有
限
な
檎
神
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
、
外
か
ら
精
神
に
あ
る
も
の
を
運
び
こ
む
記

号
は
、
単
な
る
外
的
な
事
実
会
運
び
こ
む
の
で
も
な
い
。
こ
の
考
え
方
の
背
後
に
パ

i
ス
の
に
関
す
る
見
解
の
あ
る
こ
と
争
ど
う
し

て
も
見
逃
が
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
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フ
ァ
イ
ブ
ル
?
ン
布
告
い
r
}
2
2
Z
〉
の
つ
ぎ
の
品
知
識
、
「
パ

i
ス
の

は
パ
プ
ラ
ト
ン
的
な
イ
デ
ア
の
観
念
界
に
お
い
て
存
在

の
世
界
は
純
粋
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
観
念
弊
の
断
片
二

gm芸
g
g〉
に

す
る
も
の
で
あ
り
、



」

w
」

凶

γ山

わ
れ
わ
れ
は
む
の

の
と
こ
ろ
で

垣
間
倒
見
た
も
の
の
正
体
を
つ
き
つ
め
る
こ
と
が
で

は
」
、
究
緩
約
に
こ
の

学
」
に
お
い

か
ら
く
る
の
で
は
な
い
か
、
記
号
が
精
神
に

「
存
在
し
て
い
、
:
:
:
イ
デ
ア
の
殴
界
、

る
も
の
は
そ

の
で
は
な
い
の
か
と
。
パ
ー
ス
は

の
論
理

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
「
外
か

と

は

も

は

る
も
の

プ
ラ
ト
ン
的
な
世
界
か
ら
の
ひ
と
つ
の
流
れ
で
あ
る
」
と
の
べ

ぃ
。
普
遍
的
な
法
制
を
求
め
、
逆
に
、
そ
の
普
…
進
的
な

ト
ン
的
な
イ
デ
ア

て
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
伝
え
ら
れ
る
。
の
手
つ
づ
き
か

(
鈴
)

あ
る
観
念
論
ど
は
、
パ
;
ス
に
お
い
て
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
メ
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ

と
、
そ
し
て
ブ
ラ

も
の
が

れ
は
、
パ
ー
ス
め
デ
カ
ル
ト
批
判

こ
こ
に
、
パ

i
ス
が
か
れ
の
哲
学
の
根
底 プ

ラ
ト
ン
的
な
観
念
界
を
求
め
る
形
間
上
学
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

よ
ぴ
論
理
学

こ
ん
で
い
る

連
の
方
法
会
ふ
い
だ

推
論
の

指
導
原
理
ぞ
う
ち
た
て
る
こ
と
も
、

の
論
理
学
を
う
ち
た
て
る
こ
と
も
、

き
ら
に
諸
法
則
を
求
め
る
や
〕
と
も
究
極
め
最
終
居
約
と
し

55 

て
プ
ラ
ト
ン

同
持
、
ま
さ
に
形
而
上

捧
護
者
と
し
て
、
パ

i
ス
は
自
か
ら
の
立
場
合
基
礎
付
け
た
の
で
あ
る
。
パ

l
ス
の

学
的
観
念
論
詰
己
主

rzw知
ご
す
蜘
阿
佐
患
を
根
援
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

強

-
2
、
パ

i
ス
は
僚
か
ら
う
ち
た
て
た
法
則
を
観
念
的
で
、

(
E
2
w】
開
口
仏
文
一
品
川
1

口
出
回
〈
申
立
立
芝
山
〉

そ
こ
で

か
n 

る
人
簡
の
積
神
の

そ
の
永
遠
不
変
な
過
砲
の
一
つ
の
事
務
と
な
る
。
だ
が
、
か
れ
が
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
マ
ク
シ
ム

シ
ム
に
し
た
が
っ
て
一
行
動
す
る
の

し
ば
し
ば
失
敗
し

は、

c-
モ
リ
ス
の
「
か
れ
は
自
ら
め

と
い
う
主
張
か
ら
も
う
か
が
え
が
」
。

法
的
マ
ク

で
の
べ
る
も
の
は

の
枠
組
胞
の
な
か
に
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
の

と
こ
ろ
で
ミ
l
h
f
に

パ
i
ス
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
形
而
上
学
的
経
念
論
の
額
向
は
ふ
ぶ
っ
た
く
な
い
。
む
と
ろ
、
ミ

i
ド
の
努
力
は
、

「
十
九
世
紀
に
お
け
る
思
想
の

に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
形
語
上
学
的
思
恨
の
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
も
つ

北
大
文
学
部
紀
要



パ
i
ス
か
ら
ミ

i
ド
へ

学
的
な
も
の
の
被
い
を
は
が
し
て
い
く
こ
と
に
あ
り

の
や
味
は
科
学
の
成
巣
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
あ
る
と
主
張
で
つ
ら
ぬ
か
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
ミ

1
ド
は
科
学
者
の
立
場
に
立
っ
て
芭
ら
の
見
解
を
の
べ
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

け
つ
が
れ
る
も
の
は
、
パ
!
ス
の
形
一
向
上
学
的
観
念
論
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
パ
ー
ス
が
う
ち
だ
し
た

ラ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
マ
ク
シ
ム
な
の
で
あ
る
。

パ
ー
ス
か
ら
ミ
!
ド
へ
受

の
方
法
で
つ
ら
ぬ
か
れ
る
ブ

ce
山
中
旬
リ
ス
の
「
ミ

l
ド
は
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
に
寵
し
て
(
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
に
関
し
て
)
あ
ま
り
多
く
の
こ
と
を
書
か
な
い
。

し
か
し

か
れ
の

は
よ
り
確
菌
と
し
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
マ
経
験
的
な
軸
の
な
か

っ
ο

と
い
う
の
も
、

と
い
う
表
現
は
、
ミ

l
ド
の
評
備
に
か

パ
ー
ス
の

ラ
グ
?
?
ア
イ
ズ
ム
の

ア
ブ
タ
ク
シ
3

ン
の

に
ほ
か
な
ら
な

義
の

の
立
場
と
す
る
以
上
、

の
枠
内
に
定
立
さ
れ
る
眠
り
、
ミ

i
ド
に
は
パ

i
ス
の
マ
ク
シ
ム
が
意
味
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
ミ

i
ド
は
、
行
動
、
主

つ
ら
ぬ
く
の
で
あ
り
、
そ

ど
う
し
て
も
状
況
に
お
い
て
問
問
題
解
決
に
あ
た
る
と
い

56 -

い
う
マ
ク
シ
ム
が

の
注
意
味
で
は
決
し
て
現
象
を
越
え
出
な
い
の
で
あ
る
。

相

w
・
8
、
円
以
上
の
両
者

ミ
ー
ド
の
記
号
論
は

に
も
と
、
つ
い
て
記
号
論
は
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
て
い
る
。
ミ

i
ド
が
記
号
論
を
農
期
間
す
る
の
は
、

ど
の
よ
う
に
科
学
的
に
説
明
す
る
の
か
、
と
い
う
問
問
題
に
直
面
し
た
と
き
で
あ
る
。

自
我
そ
し

に
お
い

わ
わ
れ
の

意
識
内

し
て
、
最
初
か

す
る
の
で
は
な
く
、
有
機
体
の
領
域
に
お
い
て
、
し
か
も
、
客
観
的
に
観
察

L
う
る
行
動
め

で
に
あ
っ
か
つ
て
き
た
推
論
作
用
に
も
と
づ
い
て
記
号
論

(

日

明

〉

り
あ
げ
る
こ
と
が
で
冬
ょ
う
。
そ
の
な
か
で
、
こ
の
間
問
題
に

〈

M
W
)

典
型
と
し
て
ワ
ト
ソ
シ
を
あ
げ
た
い
。

ら
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
で
あ
る
。
す

た
、
パ
!
ス
と
ミ
1
ド
と
の

つ
な
ぐ
何
人
か
の
人
を
と

か
ら
、
し
か
も
、
一
行
動
主
義
の
見
地
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た



ワ
ト
ソ
ン
は
、
心
理
学
の
研
究
を
観
築
し
う
る
も
の
に
娘
っ
て
、
そ
の
範
罷
内
で
法
制
約
を
う
ち
た
て
よ
う
と
し
た
っ

そ
の
場
合
、

の
成
果
を
も
と
と
し
て
、
意
識
内
の
会
領
域
を
外
的
な
一
行
動

つ
ま
り
、
か
れ
は
、
「
精
神
」
と
か

辺
恵
一
議
」

グ〉

う
る
も
の
と
は
行
動
で
あ
っ
た
ο

ワ
ト
ソ
ン
は
、
動
物
実
験
と
か
幼
克
の

で
説
明
し
た
。
ワ
ト
ソ
ン
は
議
成
し
た
行
動
主
義
者
の
立
場
を
つ
ら
ぬ
く
。

と
し
て
葬
り
、
す
べ
て
の
'
認
識
現
象
を
条
件
反
射
〈

2
主
主
3
&
Z岱
詰
)
あ
る
い
は
物
程
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に

ワ
ト
ソ
ン
は
、
刺
激
(
拐
さ

E
Zと
と

反

応

(
2
4
3
2
)
と
の
条
件
反
射
で
も
っ
て
、
思
考
や
意
識
等
合
、
こ
と
ば
、
シ
ン
ボ
ル
、

(
総
)

と
同
一
視
し
た
。
パ
ブ
ロ
フ
の
条
件
反
射
の
影
響
を
受
け
た
こ
の
行
動
主
義
の

る
の
で
あ
っ
た
。

は
、
た
し
か
に
ミ

i
ド
へ
の
道
を
示
し
た

の
で
あ
っ
た
。

ワ
ト
ソ
ン
の

た
い
し
て
、
ミ

l
ド
は
自
分
の

の

つぎ、
mw

第

に
、
ワ
ト
ソ
ン
は
意
識

活
動
の
す
べ
て
を
外
的
な
行
動
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
機
体
と
し
て
の
鎮
め
内
省

Q
Z
gさ
2
色
。
乏
の

(

同

日

)

を
残
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ミ

i
ド
は
有
機
体
の
一
行
動
は
単
に
外
的
な
行
動
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
内
的
な
有
機
的
な

行
動

2
Z
2
2向
。
品

z
r
nや
お
お
ま
仲
〉
に
も
あ
る
と
、
玉
一
段
寸
る
。
つ
ま
り
、
有
機
体
と
し
て
の
偶
は
、
そ
れ
ぞ
れ
生
理
学
的
な
講
進
安
も
つ

の
で
あ
っ
て
、
持
動
を
組
織
化
す
る
や
感
神
綾
系
も
大
脳
長
質
の
畿
き
が
身
体
の
内
部
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に

の

対

象

と

な

で

い

る

の

で

あ

っ

で

、

そ

の

よ

う

な

一

行

動

の

内

的

な

局

面

を

も

綴

祭

可

能

一 57

伴
っ
て
強
者
の

々
な
意
識
が

な
も
の
へ
と
も
た
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

(
柑
γ

て
い
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ミ

i
ド
の
い
う
行
動
は
、
ど
ん

行
動
は
決
し
て
社
会
か
ら
抽
象
さ
れ
な
い
。
偶
の
意
識
、
思
考
は

に
先
立
つ
の
優
位
を
説
く
。
第
一
一
一
に
、

る
。
第
二
に
、お

ザワ

t r 
受L
ZZ は

存襲
警石
語学

芸員
盛お Z文

男哲
寄り

勤
続 m

的り

現
象
でル

つあ Z
まり芸

り、話誰
f簡のし

の
の
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

ワ
ト
ソ
ン
は
徹
践
的
な
行
動
主
識
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
機
体
と
し
て
の
舗
を

北
大
文
学
部
紀
繋



パ
ー
ス
か
ら
ミ

i
ド
へ

物
理
的
環
境
の
あ
や
つ
り
人
形
〈

3
v
pの
よ
う
に
あ
っ
か
う
印
象
を
与
、
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
舘
を
、
・
咋
ま
た
は
個
の
内
的
な
経
験
を
否

定
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
精
神
や
意
識
の
存
在
、
そ
品
ぶ
っ
た
く
否
定
す
い
制
r

そ
れ
に
た
い
し
て
、
ミ
1
h
h
a
は
有
機
体
と
し
て
の
個

が
環
境
に
働
き
か
け
、
環
境
を
規
定
し
て
い
く
側
富
を
認
め
る
。
そ
合
意
味
で
、
偲
の
主
体
的
な
役
割
を
尊
重
す
る
。
ま
た
高
精
神
や
意
識

の
存
在
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
ぞ
れ
が
続
神
的
実
体
〈
℃
喜
多
芯
と
き
吾
】
ニ
と
し
て
存
衣
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

パ
ー
ス
が
定
め
た
思
考
(
す
べ
て
の
意
識
活
動
を
含
め
て
〉
を
記
号
と
み
な
す
問
問
題
は
、
ワ
ト
ソ
ン
の
仔
動
、
主
義
心
理
学
を
経
て
ミ

i

{

的

叫

)

ド
へ
と
受
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
。
思
考
を
記
号
と
し
て
捉
、
え
る
に
さ
き
だ
っ
て
、
ミ

i
ド
は
有
機
体
の
協
働

(
n
O
2
0
副議吋

2
2と
に

よ

る

社
会
的
行
動
を
前
提
と
す
(
年
行
動
の
社
会
的
組
織
化
の
問
題
に
関
し
て
、
ミ

i
ド
が
最
も
強
く
影
響
を
受
け
た
の
は
、
ダ

i
ウ
イ
ン
の

(

一

回

〉

〈

間

四

)

進
化
の
問
題
か
ら
併
に
あ
り
、
ク

l
リ
ー
の
社
会
心
理
学
か
ら
で
あ
り
、
へ

i
ゲ
ル
の
社
会
mw
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
発
農
の
方
法
論
か
ら
で
あ
っ

(3) 

4 

き
て
、

そ
れ
ら
を
媒
介
と
し
て
ミ
1

ド
は
つ
夕
、
め
よ
う
に
行
動
ど
記
号
の
問
題
を
考
え
る
。

捉
え
る
。
有
機
体
と
環
境
と
の
閣
に
お
け
る
行
動
の
過
阿
倍
の
な
か
か
ら
刺
激
と
反
応
と
の
関
係
に
お
い

- 58 

て
記
号
は
捉
え
ら
れ
る
。

そ
の
場
合
、

(
乱
関
口
忠
告
知
出
神
的
判
同
与
え
)
と
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
自
然
記
号

(
Z
3
Z部
目
前
町
民
間
)
、
身
擦
り
記
号
(
相
克
明

Z
Z
乞
間
口
〉
に
分
、

〈
目
白
星
信
義
母
明
広
口
〉
で
あ
る
。
付
飢
え
た
動
物
が
食
物
を
前
に
し
、

一
匹
の
犬
、

A
-
B
が
い
て
、

A
が
n
p
に
攻
撃
し
よ
う
と
す
る
、

品
開
恥
味
を
も
た
な
い
シ
ン
ボ
ル

〈m
C
E
a
a
宮
町
民

S
己
認
富
山
}
C
M
)

と
「
有
意
味
な
シ
ン
ボ

)v け
ら
れ
る
。
後
者
は

れ
を
制
刺
激
と
し
て
食
物
を
と
ら

そ
れ
が
科
激
と
な
っ
て

B
は
A

ぇ
、
白
食
べ
る
と
い

に
た
い
し
て
あ
る
反
感
を
と
る
、

今
と
き
A
の
態
疫
に
変
化
が
お
き
る
。
こ
こ
に
身
援
り
記
号
が
あ
り
、
身
振
り
の

(出合国
421印
担
妥
当
。
叫
開

2
2
2
w
)
が
あ
る
。



の
場
合
は
、
食
べ
る
欲
望
を
満
す
行
為
に
寸
釘
ぜ
な
い
。
後
者
の

あ
っ
た
と
し
て
も
、
問
者
の
身
振
り
に
は
共
通
な
意
味
が
い
。

A
の
身
振
り
が

B
の
身
一
掘
り
に

到
な
意
味
を
伝
え
る
可
能
性
が
い
つ
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
の

記
号
は
有
意
味
な
も
の
と
な
ら
な
い
。

に
身
振
り
に
よ

に
あ
ら
わ
れ
る
。
動
物
と
人
間
と
め
は
、
第
一
に
生
理
学
的
講
遣
の
椙
違
に
あ

る
の
だ
が
、
動
物
の
身
振
り
は
、
に
せ
よ
、
そ
う
で
を
い
に
せ
よ
、
外
的
な
会
話
に
と
ど
ま
り
、
初
予
め
態
度
を
内
濁
化
ず

る
内
的
な
会
話
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
間
の
身
掠
り
に
は
、
身
接
り
を
内
面
化
(
仙
沼

Z
Z
h
w
Z
N由
民
0
3
)

す
る
こ
と
、
つ
ま
り

静

E
Z含
)
を
自
分
の
内
的
な
会
話
(
宮
市
吋
お
と

n
o
ロ
2
2同
点
。
ロ
〉
に
よ
っ
て
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
ぷ
r

そ
の

有
意
味
な
身
振
り
ま
た
は
シ
ン
ボ
ル
は
人
間
の

相
手
ので

、
人
間
に
よ

が
有
意
味
な
シ
ン
ボ
ル
な
の
で
あ
る
。

そ

シ
ン
ボ
ル

さ
れ
る
の

tuり
ヲ

h
v
o

の
声
を
聞
く
の

め
民
誌
と
問
問
じ

が
自
分
に
れ
ね
こ
る

G

つ
ま
り
、
共
通
の

つ
仁ご3

一 59

市
対
日
の

た
と
す
る
。
そ
の
話
さ
れ
た

れ
が
刺
激
と
な
っ
て
他
者
に
反
応
を
よ
び
お
こ
す

そ
の
と
き
、

以
い
あ
る
人

語
記
号
を
迭
し
て
、

怒
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
ω

記
号
は
有
意
味
な
の
で

に
相
手
の

の
う
ち
に
内
顎
咋
し
て
、
共
通
の
対
象
あ
る
い
は
目
的
に
む
か
つ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で

さ
ら
に
、
ミ

l
ド

は

思

考

、

意

識

そ

し

こ

の

存

意

味

な

シ

ン

ボ

ル

で

説
明
す
る
。

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
身
振
り
に
よ
っ
て
の
み
精
神
ま
た
は
知
性

(
E
Z
2
2
2祭
宮
口

2
)
グ〉

カず

ふめ吟
h
v
o

と
い
う
の
は

シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
身
振
り
に
よ
っ
て
の
み
思
考
|
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
身
振
り
の
内
出
位
さ
れ
た
鎮
め
自

内
面
化
さ
れ

あ
る
。
つ
ま
り
、
内
一
磁
化
さ
れ

思
考
は
社
会
内
に
あ
る
強
め
行
動
が
緩
め
内
一
的
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る

れ
る
の
は
、
一
の
社
会
内
に
お
い
て
有
機
体
の
一
行
動
の
制
約
激
と
反
路

ら
と
の
会
話
で
あ
る
i
i
iは
生
と
う
る
か
ら
で

北
大
文
学
部
紀
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パ
ー
ス
か
ら
ミ

i
ド
ヘ

と
き
思
考
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
内
閣
化
さ
れ

精
神
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
有
意
味
な
シ
ン
ボ
ル
の
コ
と
存
在
に
と
も
な
っ
て
、

つ
づ
き
は
思
考
め
そ
れ
と
毘
じ
で
あ

M
r

と
か
ら
得
ら
久
た
共
通
の
態
度
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
飽
者
の
設
訟
を
自
己
の
な
か
に
も
た
ら
す
こ
と
に
よ

っ
て
共
通
な
意
味
を
取
得
す
る
こ
と
が
、
コ
ミ
ニ
止
ケ
イ
シ
ョ
ン
を
も
た
》
り
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
イ
シ
ョ
ン
が
可
能
と
な
る

の
発
展
し
た
も
の
が
意
識
や

が
想
定
さ
れ

て
あ
ら
わ
れ
、
そ
し

精
神
等
の
発
生

る
の
で
あ
る
。
こ
の

部
・

5
、
以
上
め
よ
う
に
、
ミ

1
ド
は
発
生
論
的
観
点
に
た
っ
て
、
一
行
動
と
の

味
な
記
号
と
み
な
し
た
プ
ぞ
れ
ゆ
え
、
ミ
ー
ド
め

お
い
て
、
記
号
を
考
え

グ〉

方
向
を
と
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、

よ
る
患
考
の
説
明
は
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

パ
i
ス
の
そ
れ
と
内
誌
に
お
い
て
ま

た
く
異
な
っ
た

る
パ
タ
ー
ン

そ
し
て
記
号
を
思
考
と
み

つ

ー
ド
に
み
ら
れ
る

(

門

別

〉

パ
l
ス
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
霞
を
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
合
そ
れ
は
ま
ず
三
分
法
(
仲
凶
1
2
8
に
み
ら
れ
る
。
ミ

一
分
法
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

一品G

づ
き
に
お
い
て
、

グ〉

の
問
題
l
自
然
記
号
、
身
振
り
記
号
、

で
あ
り
、

そ
し
て
記
号
を
説
明
ず
る
仔
動
会
一

の
説
明
の
と
き
、
料
、
位
、
情
で
区
則
的
し
て
き
だ
よ
う
に
、
例
え
ば
、
付
飢
え
た
動
物
が
食
物
を
前
に

す
る
と
き
〉
、
行
動
を
操
作
す
る
段
階
(
叫
食
物
を
刺
激
と
し
て
、
そ
れ
に
皮
応
し
て
食
物
を
と
ろ
う
と
す
る
過
程
〉
、
行
動
の
完
了
の

(
制
〉

段
階
(
食
物
を
食
べ
終
え
る
と
き
〉
i
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
パ
ー
ス
が
、
記
号
を
一
二
分
法
に
よ
、
っ
て
、
と
り
あ
っ
か
う
の
に
対

中
ゆ
す
る
。

(
Z円
山
崎
凶
)
、
、
ン
ン
ボ
ル
(
印
可
g
r
o初
、
そ
し
の
二
一
つ
の

階
i
i
行
動
の
始
め
の
段
階

一
つ
の
種
類
l
イ
コ
ン

(
由
即
時
間
)
ぞ
れ
自
身
、

σ〉

(
即
向
。
出
)
イ
ン
デ
ッ
ク
ス

る
も
の
の
対
象
〈

C
Z
2土
、
解
釈
者
(
即
時
M
Zさ
吋
巾
仲
買
な
に
お
け
る
結
楽
で
あ
る
解
釈
項

ロ
1t 
h老
町詰
hせ
舟

s 
コ
e令

、均耐〆

が
そ
れ
酬ご

あ
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さ
ら
に
、
パ
タ
ー
ン
の
類
似
の
側
面
と
し
て
、
記
号
論
を
考
え
る
に
あ
た
り
ミ

l
ド
は
そ
の
根
底
と
す
る
も
の
を
社
会
的
な
も
の
と
み
な

し
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
パ
ー
ス
は
記
号
の
働
き
を
有
限
な
精
神
の
働
き
に
と
ど
め
ず
究
極
的
に
永
遠
不
変
な
も
の
を
根
底
と
し
て
い
る
。

両
者
は
何
か
を
根
底
と
し
て
、
つ
ま
り
、
類
似
な
パ
タ
ー
ン
で
も
っ
て
記
号
論
を
展
開
し
て
い
る
と
い
う

こ
の
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、

こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
パ
ー
ス
か
ら
ミ

l
ド
へ
の
発
展
の
意
味
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
記
号
の
区
分
と
記
号
を
と
り
あ
っ
か
う
手
続
に
は
、

た
し
か

に
類
似
な
パ
タ
ー
ン
が
み
い
だ
さ
れ
の
で
あ
る
が
、
記
号
論
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
、
か
れ
ら
が
、

ま
っ
た
く
異
な
っ
た
内
容
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
と
し
て
い
た
も
の

パ
l
ス
か
ら
ミ
|
ド
へ
の
道
は
徹
底
的
に
形
而
上
学
の
志
向
を
捨
て
る

に
よ
っ
て
、

道
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
ミ

l
ド
の
カ
ン
ト
か
ら
へ

l
ゲ
ル
に
い
た
る
研
究
は
、
か
れ
ら
の
と
っ
た
科
学
的
な
方
法
の
問
題
に
向
け

(
山
山
戸

ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
フ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
思
想
の
発
展
過
程
に
た
い
し
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
記
号
論
に
つ
い
て

の
パ

l
ス
か
ら
ミ
|
ド
へ
の
道
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
対
比
で
総
括
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

1
i
 

n
h
υ
 

パ
ー
ス
の
記
号
論
は
「
精
神
を
存
在
の
泉
」
(
手
巾
問
。

5
Z
Z
え
巾
江
田
丹
市
ロ

2
)
と
す
る
か
れ
の
オ
ン
ト
ロ
ギ
!
(

(
目
別
)

OEO-。
問
問
巾
)
か
ら
由
来
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
か
れ
が
デ
カ
ル
ト
批
判
に
立
っ
た
そ
の
地
点
か
ら
、
つ
ま
り
形
而
上
学
的
な
根
拠
か
ら
、
か
れ
の

記
号
論
が
な
り
た
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
、
で
か
れ
の
デ
カ
ル
ト
批
判
は
自
己
予
盾
に
お
ち
い
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
(
無
論
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
、

パ
ー
ス
と
デ
カ
ル
ト
と
の
と
っ
た
手
続
き
の
相
違
前
者
は
外
的
事
実
か
ら
、
後
者
は
意
識
か
ら
ー
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

両
者
は
明
断
・
判
明
な
認
識
を
求
め
て
い
っ
て
、
そ
の
根
拠
を
形
而
上
学
的
な
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
)
。
反
デ
カ
ル
ト
主
義
か
ら
定
立
さ

れ
た
命
題
ば
知
覚
↓
論
理
↓
行
動
の
シ
ェ
ー
マ
か
ら
お
し
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
逆
に
、
か
れ
の
記
号
論
は
そ
の
シ
ェ
ー
マ
の
領
域
を
出
た
と

(
m
m
)
 

こ
ろ
、
つ
ま
り
、
理
性
の
固
か
ら
由
来
し
て
い
る
。
「
最
高
度
の
実
在
は
記
号
に
よ
っ
て
の
み
到
達
さ
れ
る
」
、
と
い
い
う
る
の
は
、
記
号
は
究
極

北
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パ
!
ス
か
ら
ミ

l
ド
へ

的
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
約
納
税
念
界
か

パ
ー
ス
は
、
実
在
の

の
な
か
に
運
び
こ
ん
で
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

ゴ
リ
ー
を
恕
定
し
た
。

の
様
態
(
芸
品

g
oル
Z
C内
宮
古
決
。
可
申
江
主

3
2
)
と
し
て

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
想
定
し
た
。
さ
ら
に
、
ぞ
れ
に
対
志
し
て
記
号
が
想

の
秩
序
を
支
、
え
て
い
る
も
の
は
か
れ
の
形
市
上
学
で
あ
る
と
い
え
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
、
記
号
は
か
れ
の
形
而
上
学
か

い
る
と
い
、
え
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
ミ
!
ド
は
知
覚
↓
論
理
↓
一
行
畿
の
シ
ェ
!
マ
を
越
え
な
い
。
記
号
の
、
そ
し
て
持
動
の
ト
リ
ア
ド
(
仲
ユ

凶
体
、
こ
の
シ
ェ
ー
マ
に
そ
っ
て
お
り
、
こ
の
枠
内
で
つ
ね
に
記
号
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
パ
!
ス
が
口
に
お
い

そ
れ
に
対
応
し

ア

さ
れ
て
い
る
。

の

れ
て

た
命
題
の
枠
内
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

(4) 

第
擦
の
命
題
か
ら
の
受
け
っ
さ

62 -

の
命
題
か
ら
生
じ
て
魚
、
た
驚
異
性
は
パ

1
ス
と
ミ

i
ド
と
の
立
場
を
大
き
く
分
け
て
し
ま
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
既
に
み
て
き
た

よ
う
に
、
パ

i
ス
は
自
ら
定
立
し
た
命
懇
を
現
象
の
粋
内
に
と
ど
め
ず
、
む
し
ろ
現
象
を
越
之
で
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
命
題
の
鰻
襲
安

求
め
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ミ

i
ド
は
現
象
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ミ

i
ド
こ
そ
、
パ

i
ス

の
命
題
、
つ
ま
り
、
「
結
対
に
認
識
不
可
能
な
も
の
を
把
握
す
る
能
力
を
も
た
な
い
」
と
い
う
方
向
に
そ
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

も
と
も
と
反
デ
カ
ル
ト
主
義
の
立
場
で
か
か
れ
た
論
文
は
、
パ

i
ス
の
初
織
に
属
す
る
も
の
明
、
、
か
れ
の
論
文
集
(
の
《
L
U
n
g向

山

M
E
W
Z由

)

全
体
と
の
関
係
か
ら
み
る
な
ら
ば
当
然
鷲
興
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
の
命
題
の
吟
味
か
ら
、
第
留
の
命
題
を
も
ち
こ

む
こ
と
は
予
震
す
る
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
パ
ー
ス
の
認
識
に
つ
い
て
の
了
解
の
仕
方
が
…
一
通
り
考
え
ら
れ

る
。
知
覚

I
論
開

L
行
動
と
い
う
シ
ェ

i
?
で
現
象
に
足
が
か
り
を
お
い
た
も
の
と
、
観
念
界
に
永
遠
不
変
な
真
理
を
求
め
て
、
逆
仁
、

第



象
を
説
明
し
て
い
く
と
い
う
二
つ
の
方
向
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
方
向
か
ら
認
識
を
問
題
に
し
て
も

パ
ー
ス
は
そ
の
明
噺
・
判
明
さ
を
求

そ
の
手
つ
づ
き
の
論
理
的
整
合
性
を
も
っ
て
、
パ
ー
ス
は
、
「
絶
対
に
認
識
不
可
能
な
も
の
を
把
握
す
る
能
力
を

と
い
う
結
論
を
導
き
だ
す
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
に
パ

l
ス
の
う
ち
た
て
た
第
四
の
命
題
を
解
釈
し
て
も
な
お
か
つ
疑
問
が
の
こ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、

(
初
)

は
、
整
合
性
を
求
め
る
あ
ま
り
形
而
上
学
的
傾
向
が
つ
ね
に
強
く
た
だ
よ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(n) 

は
つ
ぎ
の
ま
う
に
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

め
て
い
っ
た
。

つ
ま
り
、

も
た
な
い
」

パ
ー
ス
に

つ
ま
り

か
れ
の
手
つ
づ
き

「
あ
る
も
の
は
、

ほ
か
の
も
の
よ
り
も
よ
い
」
、

と
い
、
つ
こ
と
か
ら
、

絶
対
的
に
よ
い
も

の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
ひ
き
だ
し
、

「
あ
る
理
論
は
ほ
か
の
理
論
よ
り
は
真
で
あ
る
」

」
こ
か
ら
、
絶
対
的
に
真
で
あ
る
理

論
が
あ
る
こ
と
を
ひ
き
だ
す
。
ま
た
、

「
様
々
な
目
的
を
含
ん
で
い
る
目
的
が
あ
る
」
、

と
い
う
こ
と
か
ら
、

す
べ
て
の
も
の
が
そ
れ
へ

っ。
ハ
O

と
向
っ
て
働
く
最
終
目
的
が
あ
る
こ
と
を
ひ
き
だ
す
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
た
い
し
て
、
ミ

l
ド
は
認
識
の
次
元
を
知
覚
の
世
界
あ
る
い
は
物
理
的
世
界
に
お
い
て
み
る
。
そ
し
て
科
学
者
の
眼
を
も
っ
て
そ

れ
に
対
処
す
る
。
そ
の
処
置
の
仕
方
に
は
形
市
上
学
的
傾
向
ば
み
ら
れ
な
い
。
相
対
的
な
認
識
を
求
め
る
に
と
ど
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
ミ

l

ド
は
パ

l
ス
の
第
四
の
命
題
に
そ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

何
・

1
、
両
者
の
第
四
の
命
題
に
た
い
す
る
了
解
は
以
上
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
両
者
の
了
解
に
は
い
ま
の
べ
て
き
た
よ
う
な
差
異

が
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
両
者
の
差
異
性
を
特
色
付
け
る
も
の
と
し
て
、
わ
た
し
が
考
え
る
も
の
は

「
行
動
」
に
た
い
し
て
の
両
者
の
見
解

パ
ー
ス
は
走
る
と
か
、
歩
く
と
か
の
外
的
行
動
を
考
、
え
て
い
た
こ
と

は
事
実
で
あ
る
。
第
二
に
、
人
聞
の
知
覚
内
の
種
々
な
活
動
に
行
動
を
考
、
え
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
第
一
、
第
二
の
場
合
、

い
ず
れ
も
思
考
の
過
程
に
適
用
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
第
三
の
に
、
そ
れ
ら
が
包
括
さ
れ
る
。
第
三
の
は
、

で
あ
る
。

そ
れ
で
は

パ
ー
ス
の
い
う
行
動
と
は
何
か
、
第
一
に
、

「
思
考
は
本
質
的
に
行
動
で
あ

北
大
文
学
部
紀
要



パ
ー
ス
か
ら
ミ
l
ド
へ

る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
パ
ー
ス
の
意
図
と
し
た
行
動
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
が
で
き

ιγ
。
「
思
考
は
本
質
的

に
行
動
で
あ
る
」
、
と
い
う
こ
と
は
、
行
動
に
よ
っ
て
思
考
が
導
か
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
思
考
が
行
動
を
導
い
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

(
犯
)

ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
「
行
動
の
習
慣
は
思
考
の
機
能
か
ら
う
み
だ
さ
れ
る
」
、
と
い
う
こ
と
を
導
く
。
こ
の
目
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
は
、

(
同
)

た
と
え
思
考
と
の
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
で
も
「
単
な
る
お
そ
な
え
も
の

(
2ロ
『
丘
吉
田
)
」
、
と
し
て
し
か
と
り
あ
っ
か
わ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、

思
考
は
行
動
へ
の
指
針
を
示
す
。
ど
の
よ
う
な
指
針
を
示
す
の
か
と
い
う
の
は
推
論
の
指
導
原
理
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
み

て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
の
こ
と
は
「
疑
い
」
か
ら
「
信
念
」
へ
の
探
究
の
過
程
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
行
動
は
「
疑
い
」
が
な
く
な
っ
て
「
信

念
」
と
な
っ
て
確
定
さ
れ
た
と
き
に
定
ま
る
。
思
考
は
信
念
の
確
定
に
働
く
の
で
あ
る
。
そ
の
信
念
が
確
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
行
動
の
規

則
が
あ
り
、
習
慣
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
思
考
の
整
合
性
の
徹
底
さ
の
度
合
に
お
い
て
行
動
の
規
則
の
度
合
も
定
ま
っ
て
く
る
と
い
、
え
る
。

「
信
念
は
行
動
の
た
め
の
規
則
な
の
で
あ
り
、
行
動
の
規
則
の
適
用
は
き
ら
に
疑
い
を
よ
ぴ
お
こ
し
、
思
考
を

パ
ー
ス
の
つ
ぎ
の
指
摘
、

よ
ぴ
お
こ
す
の
で
、
信
念
は
思
考
に
た
い
し
て
の
終
着
点
(
凹

Z
3
2何
回
】
目
白

2
)
で
あ
る
と
同
時
に
出
発
点
(
田

Z
Z宮
間

1
由

2
)
で
も

(

市

川

)

・

(

苅

)

あ
る
」
、
か
れ
が
思
考
し
、
行
動
す
る
と
こ
ろ
の
整
合
性
に
あ
る
」
、
と
い
う
と
き
、
た
え
ず
よ
り
よ
い
行
動
の
規
則
を

- 64ー

「
人
聞
の
本
質
は
、

求
め
て
い
く
人
聞
の
合
目
的
な
行
動
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

知
覚
↓
論
理
↓
行
動
の
シ
ェ
ー
マ
の
領
域
内
に
思
考
の
機
能
の
目
的
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
か
れ
は
も
は
や
そ
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

か
れ
に
と
っ
て
、
理
性
的
に
行
動
す
る
と
は
、
自
己
の
思
考
と
行
動
と
を
整
合
性
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
未
来

(
祁
)

に
む
か
つ
て
行
動
を
合
目
的
的
に
自
己
制
御
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
の
推
論
作
用
は
、
究
極
的
に
人
聞
の
行
動
の
整
合
性
を
求
め
る
こ
と

そ
の
た
め
に
、
そ
の
手
つ
づ
き
を
保
証
し
て
く
れ
る
最
終
因
と
し
て
の
永
遠
な
る
形
相
を
想
定
し
た
。
そ
の
場
合
に
さ
、
ぇ
、
か
れ

に
あ
る
。

の
方
法
は
連
続
的
な
推
論
の
手
つ
づ
き
で
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
ど
ん
な
意
味
に
お
い
て
も
、
パ

l
ス
の
い
う
行
動



は
推
論
作
用
の
枠
内
に
み
の
り
、
思
考
の

の
反
映
と
し
て

さ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

川

-
2
、

そ

れ

に

た

い

し

ミ

i
ド
の
い
う
行
動
と
は
何
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
知
覚
↓
論
親
↓
行
動
の
シ
ェ

i
?
宏
、
ミ

l
ド
の

{
叩
叩
〉

言
葉
に
お
さ
か
え
る
な
ら
、
知
覚
↓
操
作
↓
行
動
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
、
ミ
|
ド
の
場
合
、
論
理
に
第
…
銭
的
に
強
調
が
お
か
れ
る

の

で

は

な

い

、

広

い

意

味

つ

ヴ

き

、

て

論

理

を

想

定

す

る

の

な

ら

、

パ

;

ス

の

シ

ェ

i
マ
も
ミ

i
ド
へ
と
受
け
つ

が
れ
よ
う
。
し
か
し
、
内
容
的
切
な
差
異
殺
を
こ
の
シ
ェ
ー
マ
は
う
み
だ
し
て
き
で
い
る
。
そ
こ
で
、

わ
た
し

の
か
わ
り
に
操
枠
会

入
れ
て
ミ

i
ド
の
行
動
を
考
え
て
み
た
い
と
患
う
。

操
作
と
は
、
刺
激
と
{
反
応
と
の
操
作
の

パ
ー
ス
の
探
究
の
論
理
学
に
た
い
し
て
、
ミ
!
ド
の
発
生
論
的
観
点
が

に
よ
る
行
動
の
規
則
的
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
に
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
ミ
ー
ド
は
パ
!
ス
め
シ
ェ

i
マ
そ
の
も
の
を
持
動
の
過
程
と
し
て

と
り
あ
っ
か
お
う
と
す
る
。
そ
こ
に
は
、
ミ

i
ド
の
縁
妓
し
わ
た
~
現
象
主
義
が
あ
る
o

そ
し
て
科
学
の
方
法
と
は
、
行
動
、
主
王
義
を
つ
ら
ぬ
く
こ
と

で
あ
る
、
と
い
勺
、

7?、

る
οQJ

ミ
i
ド
の
場
A合
口
、
思
考
は
行
動
の
、
そ
れ
も
有
機
体
と
し
て
の
全
体
が
倒
に
優
先
す
る
と
い
う
協
機

(g，o
宮

Z
思
議
〉
に
よ
る
一
行

動
の
過
謹
の
な
か
か
ら
発
生
し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
パ
!
ス
ど
は
逆
に
行
動
が
思
考
を
議
定
す
る
会
一
行
動
が
高
震
に
護
雑
化
す
れ
ば
、
ぞ
れ

に
応
じ
て
思
考
形
態
も
変
っ
て
く
る
。
思
考
の
訣
別
に
よ
っ
て
行
動
が
生
み
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
思
考
の
法
制
(
そ
れ
が
数
学
や
論

理
学
を
基
畿
と
し
て
い
る
場
合
)
は
、
メ
カ
ニ
ッ
ク
な
法
別
で
あ
っ
て
、
静
的
な
方
法
〈
伯
仲
知
色
合
自
己
ぎ
乏
で
行
動
を
銀
、
え
る
の
で
し
か
な

ー
ス
の
命
題
で
示
さ
れ
た
嬬
帰
国
が
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
方
法
で
も
っ
て
胤
収
賄
さ
れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
パ

i
ス
か
ら
ミ

l
ド
へ
の
発

探
究
と
は
論
理
的
整
合
設
を
求
め
る
こ
ど
で
は
な
い
。

つ
づ
き
を
意
味
す
る
し
、
ま
た
袈
説
構
成
の
た
め
の

れ
る
。

速
の
手
つ
づ
き
そ
意
味
す
る
。
こ
こ
で
、

つ
ま
り
、
パ

i
ス
の
シ
ェ
ー
マ

つ
づ
き

に

υ6
 

しミ展
が
あ
る

る
。
ミ

i
ド
に
と
っ

つ
ね
に
新
た
に
諮
る
事
例
に
た
ち
む
か

北
大
文
学
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パ
ー
ス
か
ら
ミ
|
ド
へ

そ
こ
に
そ
の
事
象
を
説
明
す
る
法
則
を
求
め
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
の
方
法
は
単
に
論
理
的
で
は
な
く
、
広
い
意
味
で
の
論
理
の
、

(
打
)

そ
し
て
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
科
学
的
操
作
の
過
程
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
し
た
が
っ
て
、
「
科
学
は
進
化
的
で
あ

(b
と
い
う
見
解
に

は
、
行
動
を
進
化
の
発
展
の
過
程
に
お
い
て
絶
え
ず
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
法
に
準
拠
し
て
い
る
限
り
、
形

っ
て
、

而
上
学
の
建
設
の
努
力
は
徒
労
と
な
る
。
む
し
ろ
、
過
去
の
哲
学
の
体
系
の
な
か
か
ら
、
形
而
上
学
的
な
被
い
を
一
枚
、

て
い
く
作
業
の
な
か
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
進
む
道
が
聞
か
れ
て
く
る
と
い
え
る
。
ミ
|
ド
の
強
調
点
は
、
わ
れ
わ
れ
の
有
機
体
と
し
て
の
行

動
二
そ
が
わ
れ
わ
れ
を
導
く
と
い
う
こ
と
同
あ
る
。

一
枚
は
が
し

〔四〕

n
h
u
 

《り

前
章
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
パ
ー
ス
の
四
つ
の
命
題
を
ミ

l
ド
の
と
っ
た
方
向
と
照
ら
し
合
せ
、
パ
|
ス
か
ら
ミ

l
ド
へ
の
発
展
の
方
向
と
両

者
の
差
異
性
と
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
、
さ
ら
に
、
両
者
の
違
い
を
う
み
だ
し
て
い
る
も
の
の
根
底
を
さ
ぐ
っ
で
き
た
。
ま
た
、

そ
れ
ら
の
考
察
の
過
程
に
お
い
て
、
ミ

l
ド
の
思
想
を
特
色
付
け
る
も
の
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
そ
れ
は
行
動
主
義
と
ひ
と
つ
に
な
っ
て

い
る
科
学
の
方
法
で
あ
り
、
し
か
も
有
機
体
の
生
命
過
程
に
そ
く
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
方
法
で
あ
っ
た
。

本
章
に
お
い
て
、

さ
ら
に
、
そ
の
方
法
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ミ
ー
ド
の
独
創
性
を
あ
き
ら
か
に
し
、

の
問
題
じ
し
め
く
く
り
を
つ
け
て
お
き
た
い
。

そ
し
て
パ

l
ス

か
ら
ミ
|
ド
へ
の
「
行
動
と
方
法
」

)
 

-(
 



と
ら
え
る
ミ
j

ド
の

(
1
)グ

考
え
る
。
第

ミ
i
ド

は

役

会

的

行

動

主

義

安

課

践

と

し

て

、

か

れ

の

て

い

っ

た

。

わ

た

し

は

社

会

的

存

在

と

し

て

の

人

関

の

に
か
れ
の
独
創
性
を
ふ
る
。
わ
た
し
は
か
れ
の
独
録
性
を
次
の
三
つ
の
も
の
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
と

あ
る
。
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
行
動
を
ま
く
役
割
取
得
の

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一

に
、
役
割
取
得
のに

、
一
二
分
法
の

お
い
て
と
ら
、
え
て
い
く

あ
る
。
有
機
体
の

す
べ
て
の

お
い
て
と
り
あ
つ
か
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
メ
カ
ニ
ッ
ク
な
三
段
畿
の

で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
有
機
体
の

そ
く
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
方
法
が
と
ら
れ
て

の
問
題
で
あ
る
。
有
機
体
め
仔
動
は
空
間
的
・

の
パ

i
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
そ
く
し
て
有
機
体
の
行
動
を
と
ら
え
て
い
く
と
い
、
7
こ
と
で
あ
る
。

い
る
。
第
三
に

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
な
か
に
お
か
れ
て
い
る
。

そ

〕
れ
ら
三
つ
の
も
の
が
ひ
と
つ
の
一
行
動
の

の

の
な
か
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
c

そ
し
て

つ
の
も
の
を
一
体
化
す
る
と
こ
ろ

に
か
れ
の

の
独
創
性
が
あ
る

る
。
そ
れ
で
は
、
次
に
そ
の
方
法
を
考
察
し
て
み
た
い
。
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(2) 

み
て
き
た
。

そ
れ
ら
の
も
の
は
、
外
的
な
行
動
を
均
一
開
化
す
る
過
程
の
な
か
か
ら
出
現
す
る
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
刺
激
と
長
応
と
の
謁
係
か
ら
飽
者
の
仙

の
な
か
に
取
得
す
る
過
程
に
わ
お
い
て
出
現
ナ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
こ
と
を
一
行
動
の
ト
リ
ア
ド
の
関
部
に
お
い
て
み
て
き
た
。

さ
ら
に
、
ミ

l
ド
は
自
己
静
戒
に
さ
い
し
て
、
地
殺
の
慈
愛
の
取
得
、
つ
ま
り
強
者
の
役
割
取
得
父
島

Zm向
。
問
手
揮
さ
ぽ

に
お
い
て
自
我
〈
臨
時
以
〉
を
と
ら
え
る
。
そ
の
三
段
諮
の
遇
制
慌
を

(
1
3
)
、

わ
れ
わ
れ
は
有
意
味
な
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

ら
意
識
・

グ〉

遠
の
精
神
作
用
を
な
す
も
の
の

と
こ
ろ
で
、

。
向
。
神
宮
吋
関
)
の
三
段
諮
の

レ
イ
」

ム
し同町

ぬ
世
田
土
、

そ
し
て
「
一
毅
生
き
れ

(
手
品
開
会
話
吋
向
島
N
会
問
。
答
申
『
出
)

と
し
て
あ
ら

の

つ
め
段
階
は
子
供
の

北
大
文
学
部
紀
要



パ
ー
ス
か
ら
ミ

i
ド
へ

轄
に
な
や
ら
え
て
説
明
さ
れ
る
。

役
を
す
る
。

は
、
ま
ま
ご
と
と
か
、
イ
ン
ア
ン
ご
っ
こ
を
し
て
母
親
と
か
、
お
容
と
か
、
あ
る
い
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の

へ

3
d

つ
ま
り
、
ワ

i
ズ
ワ
!
ス
が
M

か
ぎ
り
な
き
積
倣
H

と
川
町
ん
だ
子
供
の
時
期
が
あ
る
。
そ
の

に
属
す
る
も
の
の
役
割
を
絶
え
ず
獲
得
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

び
に
お
い
て
、
子
供
は
、
か
れ
の

ブ
レ
イ
に
お
い
て

の
社
会
的
行
為
に
た
い
す
る
反
応
を
白
か
ら
の
う
ち
に
絶

え
ず
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
J

あ
る
規
則
的
に
し
た
が
っ
て
遊
ぶ
場
合
が
ゲ

i
ム
ぞ
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
子
供
は
地
者
の
投
製
を
取
得
す

る
の
み
な
ら
ず
、
グ
!
ム
に
参
加
し
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
の
諸
々
な
役
識
を
受
け
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
事
態
ん
に
誌
じ
て

芭
分
の
行
為
を
と
り
き
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
供
の
行
動
の
範
縄
が
拡
げ
ら
れ
る
と
、
か
れ
が
濯
す
る
社
会
築
団
の
、
つ
ま
り
組
織
化

さ
れ
た
社
会
の
投
舗
を
引
き
う
け
る
。
そ
の
こ
と
が
コ
般
化
さ
れ
た
龍
者
ん
の
役
割
取
得
で
あ
る
。
ご
般
化
さ
れ
た
勉
者
」
の
慈
度
を

と
る
こ
と
は
、
僚
が
、
か
れ
の
属
す
る
社
会
集
団
の
、
つ
ま
り
有
機
的
に
組
織
化
さ
れ
た
社
会
の
態
度
を
ひ
き
、
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
ベ
個
に
か

る
組
機
化
き
れ
た
共
同
体

(
n
o
g
g
Z
5ふ
、
ま
た
は
社
ム
詩
集
団
は

き
た
思
考
発
生
の
過
緯
と
河
一
視
き
れ
る
。

れ
の
自
我
と
し
て
統
一

般
化
さ
れ
た
龍
者
と
呼
ば
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有
機
体
と
し
て
傾
と
環
境
と
の
相
互
作
用
の

い

く

闘

争

の

過

組

思

考

、

こ
の
過
刺
殺
は
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に

行
動
を
根
底
と
し
た
刺
激
と
反
応
に
よ
る
龍
お
の
態
度
取
得
の
遇
穏
の
な
か
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
ひ
と
つ
の
有
機
的
な
つ
な

が
り
の
な
か
で
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
謀
総
語
、
思
考
、
自
我
へ
と
統
一
が
も
た
ら
さ
れ
る
ま
で
の
発
展
の
過
寝
が
あ
る
と
い
え
る
。

住
で
、
絶
え
ず
新
し
い
も
の
の
出
現
に
出
会
い
、
そ
の
都
度
ぞ
れ
を
選
択
し
、

へ
と
統
一
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

シ
ン
ボ
ル

社
会
的-r 、

と
こ
ろ
℃
、

一
般
化
さ
れ

は
組
織
免
さ
れ
た
社
会
の
総
体
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。

(
E〉

慣
習
的
な
組
問
」

S
2
2
t
o
g
y
Z笠
宮
脚
阿
佐
丸
山
之
含
乞
)

そ
の
意
味
で
、

「

ぞ
れ
以

毅
化
剥
ぐ
れ

た
他
者
」
は

と
い
、
7
こ
と
に
な
る
。

に
捜
雑



に
発
展
し
た
も
の
が
吋

{
7〉

般
化
さ
れ
た
社
会
の
態
度
」
を
取
得
す
る
制
境
的
な
伺

(
z
a
x
E芯
民
自

-
S丸
山
之
合
三
)
で
あ
る
。

(3) 

般
化
さ
れ
た
他
者
」
と
し
て
の
統
…
を
偲
に
与
え
ら
れ
た
も
の
が
自
我
の
す
べ
て
か
、
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
ミ

ー
ド
は
自
我
を
構
成
す
る
こ
つ
の
要
素
あ
る
い
は
渇
態
と
し
て
三
?
と
円
と
を
想
定
し
が

rgは
い
ま
の
べ
た
吋
一
般
化
さ
れ
た
他
者
」

に
相
応
す
る
o

H

は
そ
の
隊
告
に
た
い
し
て
の
反
掠
用
マ
み
る
。
円

E
E伸
、
対
象
化
さ
れ
、
客
体
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
様
々
な
働
者
の
役
割

を
自
弓
の
な
か
へ
と
内
部
化
し
て
い
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
反
作
用
寸
る
も
の
で
あ
る
円
は
、
対
象
北
、
ま
た
は
容
体
化
さ
れ
な
い
で
つ
ね
に

不
篠
定
な
も
の
と
し
て
あ

U
F
M
は
同
窓
に
新
し
さ
の
要
素
を
も
た
ら
し
、
自
由
に
皮
作
用
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
ご
い
自
由
と
自
発
性
を

爪

川

出

)

意
味
す
る
。
自
我
に
お
い
て
、
居
申
と
H

と
は
相
商
関
係
に
あ
る
。
両
者
は
、
働
き
の
過
程
に
お
い
て
分
離
さ
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
「

69 -

れ
て
自
我
を
構
成
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
円
、
同
富
市
、
そ
し
て
自
我
〈

g湾

)

し
て
統

コ

と

5
と
の
馬
方
の
局
面
は
ど
ん
な
意
味
に
お
い
て
も
自
我
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
が
?
き
な
(
口
。

き

の
ト
リ
ア
ド
に
お
け
る
構
造
を
ダ
イ
ナ
ミ
ツ
ク
な
方
法
と
の
関
係
に
お
い
て
と
り
あ
げ

て
み
た
い
。

同
は
決
し
て
予
知
さ
れ
な
い
、
不
確
定
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
阿
の
高
障
が
、
沼
市
に
反
作
用
し
、
自
我
の
な
か
に
何
か
新
し
い
も
の
の

出
現

(
3
2苦
言
命
)
そ
も
た
ら
ち
こ
v

」
で
刺
激
と
皮
応
と
の
関
係
に
お
い
て
、
新
し
い
も
の
の
出
現
に
さ
い
し
て
絶
え
夕
、
る
爾
冬
場
が

自
我
の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
円
で
あ
る
新
し
い
も
の
の
出
現
に
よ
っ
て
自
我
自
身
の
絶
え
ざ
る
分
也
と
統
合
化
が
な
さ
れ

(
お
付

る
。
臨
我
に
?
と
阿
国
?
と
の
関
に
緊
張
関
係
が
あ
る
と
き
、
ぞ
れ
が
新
た
に
高
次
に
組
織
坊
さ
れ
た
自
我
へ
と
統
合
を
も
た
ら
し
、
自
我

北
大
文
学
部
紀
要



パ
;
ス
か
ら
ミ

l
ド
ヘ

自
身
が
発
回
収
し
て
い
く
。
し
か
し
、

み
ち
び
か
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、

っ
て
、
同
と
協
ゆ
と
の
ど
ち
ら
か
が
方
的
に
肥
大
し
た
と
き
、

自

我

は

ひ

と

つ

の

自

我

だ

け

で

は

な

い

。

社

会

そ

の

も

の

し

て

ム
ロ
我
は
分
裂
し
、

れ
て
い
る
。
し

〔
お
)

b

o

 

A
U

偉
く

た
が
っ
て
、

々
の
自
我
の
分
裂
に
は
、
や
が
て
統
合
化
へ

れ
る
よ
う
な
社
会
的
な
制
御
(
問
。
な
と

8
浮
き
日
)

こ
の
社
会
的
な
制
調
に
は
、
進
免
の
見
地
が
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
陶
汰

(
2
r
a
r
g

の
問
問
題
が

つ
ま
り
、
ミ

l
ド
に
し
た
が
う
の
な
ら
、
有
機
体
の
生
命
過
穏
に
は
、
絶
、
え
ざ
る
陶
汰
が
あ
っ
て
、
分
裂
か
ら
や
が
て
統
合
化
へ
と

さ
れ
る
よ
う
な
社
会
的
な
腕
劉
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
分
化
、
統
合
先
い
ず
れ
を
も
た
ら
す
に
せ
よ
、
日
が
、
何
か
あ
る
も
の
を
出
我
の

な
か
に
も
た
ら
?
と
、
そ
れ
は
も
は
や
刊
で
は
な
く
、
き
号
、
y

」
な
る
。
?
と
露
骨
に
は
つ
ね
に
時
間
同
の
契
機
が
伴
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

J
の

(
お
)

れ
て
い
く
べ
同
出
品
は
ま
怒
に
、
一
瞬
持
需
の
ご
パ
執
の
で
為
る
。
自
我
は
こ
の
尚
局
面
を
も
っ
て
、
ひ
と
つ
の
社
会
的
過

れ
て
い
る
。

繰
関
が
包
曜
に

(び
γ

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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程
を
遂
一
行
す

に
ひ
と
つ
の

こ
の
複
数
の
異
っ
た
自
我
の
統
合
が

を
議
行
令
る
の
社
会
が
社
会
的
有
機
体
(
由
o
n
E
O認
さ
な
主
と
し
て

き
て
、
ミ

i
ド
が
行
動
を
進
北
の
、
あ
る
い
は
発
壌
の

で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の

ま
た
同
と
息
子
ど
の
開
局
奮
を
も
っ
て
、

に
お
い
て
と
っ

い
ま
の
べ

の
と
り
あ
っ
か
い
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
ト
リ
ア
ド
に
も
と
づ
く
デ
ナ
イ
ミ
ッ
ク
な
方
法
で
あ
る

Q

そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
方
法
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が

つ
ま
り
、
行
動
を
科
学
的
探
究
の
対
象
と
し
て
、
か
過
程
8

で
き
よ
う
α

(可
c
n時
間
的
)
、
か
発
展
。

(
常
唱
え
さ
包
括
口
三
、
か
新
し
い
も
の

の
出
現

8
2
5
2官
邸
口
市
〉

の
な
か
で
対
処
し
な
が
ら
、

し
か
も
ト
リ
ア
ド
の
関
係
に
お
い

て
い
〈
方
法
な
の
で
あ

(4)/ 

下
|
ド
が
こ
の
方
法
を
と
る
に
到
っ

々

の

と
グ〉

あ
る
い

の
関
係
か
ら
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
よ



。

、
勺
J

開
え
ば
、
へ
!
ゲ
ル
か
ら
弁
証
法
の
務
題
、
ダ

i
ウ

ィ

ン

か

ら

進

化

の

ホ

ワ

4
ト
ヘ
ッ
ド
か
ら
有
機
体
の

が
ら
、
か
れ
ら
か
ら
の
る
に
し
て
も
、
時
期
間
的
・
空
間
倒
的
な
ぺ
i
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
お
か
れ
た
有
機
体
の
生
命
過
程
に
た
い

か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
態
変
を
ミ

i
ド
は
つ
ら
ぬ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
パ

j

ス
ベ
ク

し
か
し
な

し

そ
の
パ
!
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
そ
く
し

テ
ィ
ブ
に
そ
く
し
て
問
問
題
解
決
に
あ
た
る
と
い
う
方
法
は
、
ミ

i
ド
の
待
問
論
に
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い

へワ一
J

ミ
i
ド
の
待
問
論
は
、
「
笑
在

(
Z
h
w
r々
)
は
現
在
(
目
当

3
8仲
〉
に
お
い
て
存
在
す
る
い
と
い
う
命
題
で
あ
ら
わ
さ
れ
が
ぽ
過
去

(
匂
ま
ご
も
、
来
米

(
P
2
2〉
も
現
在
に
金
量
を
も
っ
と
い
、
フ
窓
味
か
ら
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
定
に
お
い
て
過
去
と
未
来
が
つ
ね

{
同
前
}

に
仮
設
的
に
構
成
さ
れ
、
あ
る
い
は
弄
講
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
後
段
賂
ず
る
。
ミ

i
ド
が
あ
る
出
来
事
を
時
開
に
も
ち
こ
む
の
は

の
位
置
が
必
然
的
に
時
間
的
・
空
間
的
な
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
な

か
に
お
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

限
ら
れ
る
。
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観
察
者
に
よ
っ
て
間
引
き
受
け
ら
れ

そ
グ〉

か
れ
の
時
間
倒
的
・

パ
i
ス
ペ
タ
テ
ィ
ブ
に
お
い
て
問
問
題
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
は
実
在
的
な
過
去
そ
の
も
の
と
し
て
わ
っ
か
わ
れ
な
い
。

は
新
し
い
も
の
の
出
現
主
宮

2
5吋
寝
込
〉

が
、
そ
の
な
か
で
現
わ
れ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ミ

i
ド
は
「
未
来
は
い
や
し
が
た
く
偶
発
的

山
口
再
戸
M
M
1
白
押
】
】
〕
『

n
o田
仲
仙
沼
m
刷
会
二
)

で
あ
る
」
と
い

こ
の
こ
と
は

き
さ
は

ど
と
り
あ
つ
か
っ
て
き
た

の
一
一
つ
の

刊
と
同
出
品
と
の
関
器
で
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
冬
る
。
未
来
は
同
協
昂
に
よ
っ
て
決
し
て

れ
た
未
来
は
つ
ね
に
刊
の
畿
き
に
工
っ
て
、
く
つ
が
え
き
れ
、
変
え
ら
れ

H

の
局
閣
は
直
接
的
に
観
察
さ
れ
な
い
が
、
反
省
に
お
い
て
、

完
全
に

る
。
だ
が
、
そ
の
瞬
時
)
州
の
働
き
は

HH5
に
吸
収
さ
れ
る

O

B
昂
の
見
地
か
ら
観
察
さ
れ
う
る
。

れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
包
帯
に
よ
っ

つ
ま
り

平
ha

炉吋

iま

で
あ
る
ヨ
告
に
お
い

込
ま
れ
る
ひ
と
つ
の
H

な
の
で
あ
る
。
し
た

北
大
文
学
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パ
i
ス
か
ら
ミ

l
ド

が
っ
て

同
は
阿
部
巾
に
わ
お
い
て
存
在
す
る
と
い
え
る
。
以
上
め
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
未
来
に
は
新
し
い
も
の
の
出
現
が
絶
え
ず
現

わ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
ま
た
、
新
し
い
も
の
の
出
現
が
予
想
さ
れ
る
の
は
、
現
在
に
お
い
成
さ
れ
た
過
去
と
の
か
か
わ
り
か

と
い
、
7
0

ら
な
の
で
あ
る
。

に
お
い
て
絶
え
ず
過
去
を
変
え
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
未
来
は

べ
て
の
未
来
の
新
し
さ
(
き

2
日々
)
は
ひ
と
つ
の
新
た

つ
ま
り
、

未
来
は

お
い
て
位
量
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て

な
見
地

カミ

す
る
の
に
手
助
け
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
、
7
に

ミ

j
h
F
は
自
ら
を
観

そ

と
す
る
ひ

お
い
て
過
去

め

罷
に
h

おい

在
の
地
点
か

と
未
来
と
を
講
成
し
よ
う
と
す

つ
づ
き
に
は
、
新
し
い
も
の
の
出
現
に
た
ち
む
か
つ
て

し
て
い
こ
う
と
す

る
ミ
!
ド
の
一
…
貰
し

つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の

つ
づ
き
の
な
か
に
、
わ
た
し
は
、
ミ
;
ド

と
ら
え
て

72ー

しミ

み
る
の
で
あ
る
。

有
機
体
の
行
動
は
つ
ね
に
時
開
的
・
空
間
的
な
パ

i
ス
ペ
ク
テ
イ
ブ
の
な
か
に
あ
る
。

i

み
ふ

L
i
 
グ〉

お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
き
、

そ
の
有
機
体
の
行
動
を
社
会
的
送
先
の
、
あ
る

パ
!
ス
め
よ
う
な
連
続
的
な
論
理
の
手
つ
づ
き
で
は
な
く
、
非
違
読
的
な
も
の

め
絶
え
ざ
る
出
現
に

る
ダ
イ
ナ
ミ
ツ

と
ら
れ
ぎ

か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
で
、
社
会
的
な
も
の
と
し
て
の
有
機

体
の
生
命
議
設
は
絶
え
ず
現
在
に
く
み
入
れ
ら
れ
、
そ
め

て
何
ら
か
の
目
的
論
的
な
恋
向
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ミ
!
ド
の
い
う
吾
的
論
的
な
志
向
と
は
有
機
体
に
よ
る
環
境
を
規

定
し
て
い
く
側
頭
で
あ
{
惣

か
ら
未
来
に
む
け
ら
れ
て
い
る
。
有
機
体
の

噌
切
キ
J
O

未
来
に
た
い
し

こ
こ
で
、
ミ

i
ド
の

グ〕

る
な
ら
、
過
去
も
米
米
も
現
在
に
往
置
を
も
っ
。
そ
の
こ
と
は
社
会
的
な
有
機
体
の
行

動

れ
る
。
社
会
的
な
有
機
体
が
過
去
の

-
空
間
的
な
パ
!
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
お
い
て
も
っ
て
い
た
組
織
へ
的
苦
言
協
同



)
と
米
米
の
組
織
が
現
在
に
お
い

を
も
つ
こ
と

そ
の

で、

社
会
的
な
有
磯
体
は
、
社
会
部
会
笑
在
を
現

(
お
)

に

お

い

て

も

つ

の

で

あ

り

、

・

有

機

体

の

に

お

か

れ

る

。

こ

の

現

在

に

お

い

て

、

問

い

絶

識

と

新

し

い
組
錨
と
の
両
方
を
同
時
に
も
つ
状
況
が
あ
る
。
こ
の
状
混
を
社
会
性

(
z
n
U淀
川
)
と
ミ
i
h
p
e

は
名
付
け

M
V
そ
れ
ら
の
綴
織
を
現

に
お
い
て
位
置
づ
け
な
が
ら
も
、
新
し
い
も
の
の
出
現
に
絶
え
ず
出
会
わ
れ
る
現
在
の
状
況
で
際
的
論
的
な
率
向
を
す
る
と
す
る
な
ら

は
社
会
的
な
も
の
の

ば
、
そ
れ
は
館
街
な
る
意
味
か
ら
い
っ
て
も
、
梧
対
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
時
間
的
に
絡
え
ず
規
定
さ
れ
た
、

相
対
主
義
こ
そ
、
「
行
動
と
方
法
」
の
問
題
、
そ
過
し
て
み
ら
れ
る
ミ

l
ド
の
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
時
間
的
な
棺

{
出
制
〉

対
主
義
父

2
M
M
W
C
E
H
Z
Z
5福
山
師
阿
部
〉
の
立
場
で
、
ミ

i
ド
は
パ

i
ス
の
定
立
し
た

mm
つ
の
命
題
を
展
鴎
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、

て
き
た
も
の
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

の

わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま

パ
ー
ス
は
思
考
と
行
動

め
る
あ
ま
り
に
自
ら

立
し
た
思
つ
の

を
相
対
的
な
も
の
に
と
と
め
ず
、
絶
対
的
な

n
i》

弓

t

も
の
に
い
た
る
ま
で

つ
づ
け
た
。
そ

で
、
パ

i
ス
は
自
ら
そ
の
命
題
に
反
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、

ミ
!
ド
は
こ
の
命
題
に
識
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
命
題
を
社
会
品
切
な
有
機
体
の

命
漣
を
麗
聞
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
ヲ
。
そ
の
擦
問
の
方
法
は
、
本
意
の
は
じ
め
に
あ
げ
た

れ
ら
が
有
磯
体
の
社
会
的
行
動
の
探
究
に
お
い
て
具
現
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
パ
!
ス
の
ミ

i
ド
へ
の
展
開

識
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
ミ
!
ド
は
、
パ
ー
ス
の
命
題
を
受
け
入
れ
る
の
に
あ
た
っ
て
、
知
覚
、
あ
る
い
は
現
象
の
次
党
か
ら
、
自
ら
の

力
動
的
な
方
法
で
も
っ
て
、
問
見
肉
体
的
に
、
し
か
も
厳
饗
に
、
社
会
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
関
の
行
動
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
ぞ
あ
る
。

ひ
き
い
れ
、

そ
の
状
況
に
そ
く
し
て
、
そ
の

つ
の
も
の
に
、
要
約
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ

北
大
文
学
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Charles S anders Peirce (1839 -1914). 

Collec.ted Papeγs of Charles Sanders Peirce， edited by 

C. Hartshorne and P. W eiss， 8vols. 1960・

George Hcrbert Mead (1863…1931) . 

1‘he Philo銭。phyof the Present， edited by A. E. Murphy， 

1932.……(PP) 

Mind， Self and Society，付itedるyCharles W. Morris， 

1934.…・(MSS)

Movements of Thought in theNineteenth Century， edited 

by Merritt H. Moore， 1936.……(MTNC) 

The Philosophy of the Act， edited by Charles W. Morris， 

1938.……(PA) 

r叫

I S:泊、開J

{円 PeirceヘPragmatismand Abduction， op. cit， 5.212. 

("') cf. Mead， MTNC. pp .344-359. 

(的 rMTNC ~ .'l，;Jf ニ ν 11I-2I-.佃~E;:罰奇襲さ詩きそぎな嫁!Sl:l~E;: γ

¥--'ニ地.，，;oE;:AJ'毛布令け-\J~誌やめ伸。会場 4ヰ Fυ. \\-l令〈込 MS

SJ訟法緩や，，'…"-E;:自主総泌をぎミ; S γν ニ'"。

(てき‘) cf. T. L. Blau，主喜朗 and Movements im American Philo 

sophy， 19問. pp. 228-273. Charles W. Mooris， Six 

Theories of Mi毘d，1932， ChapterVI. Mind as Function， pp.2 

74 330. 

(山) て-1'(ムJ川 "-E;:ま~j訴さま~~..JE;: 黒崎援<=，'υ' I\-'~I'(E;:

~G:纏わ{..J-í己女各ニ。

C. M. Morris， Peirce. Mead and Pragmatism， The 

Philosophical Reviw， pp.l09-127. 

総ハ。
〔け〕

申

(同 Peirce，SomeConsequences of Four Incapacities， "'" 

op. cIt・ 5. 265. ，) E;:緩ふ<:t!Anti Cartesianism E;:判

容や会会与ヰ~ゅQ 手J;宅坤。ぽ心〉て1'( G:Anti ~Cartesianism 

s終判如やる会ひと1 >JG:~昨日2常勝さまいヤ ~..0~ヰ伸。

Questions Concerning Certain Faculties Clai註ledfor Man， 

op. cit‘5.213-5.263. Grounds of Va¥idity of the Laws 

of Logic: Furthe士Consequcncc'sof Four Incapacitcs， op. cit. 

5. 318-5. 357. ヰヰ. .(' G:無料tiニい与:;.，.;)1 <1(;:ゴ渋

G:Journal of Speculative Philosophy.'l期総Jνヨヨ和ヰ;-'!

.，，;0 G: ¥-ノペ時。

("') Peirce， op. cit. 5.266. 5.244-249. 



(的) ibid. op. cit. 5. 264. 

(申) Peirce， op・cit.5.384. The Fixation of Belief， Popular 

Science Monthly， pp .1-15 vol. 12. 1877. op. cit. 5.35 

8-5.387. 

'j G fj 心 ~iト 4守会 ιG r縛(~j 押僚 と!~引自い.-(O.，.;:> G .1J時F吋

時。 cf.Descartes， Medi tationes， VI. 

(ω) (坦) (ト) Peirce， op. cit. 5. 265. 

(∞) ibid. op. cit. 5. 244ff. cf. Peirce， Issues of Pragmatism， 

the Monist. vol. 15， pp. 481-499. op. cit. 5.462. 

(∞ Peirce， How to make our ideas clear， Popular Science 

Monthly. Vo1.12， pp. 286-302， op. cit. 5. 394. 

(8) ibid. 5.265. 

(口) ibid. 5. 259-262. 自) ibid. 5. 267. 

(~) 1;;;;J空!G TheFixation of Belief， How to make our 

ideas clear G 1 1 ゃ G~皇制 U~ ニ ν .，.;:>C'ペむよ!.，.;:> G 申総監

(ヨ) (出) ThρFixation of Belief. 5.358-5..387. 中 fJ!l 

ぉニド総長記 G -)t:?斑.1J...Jド ~G 困や申キ~'t:時。

主'図書手G-)t:?士包 (methodof tenacity. 5. 379)立'製蛍e
収潟 (methodof authori ty. 5. 380) Bト・ト ='1マーャ択

制 (a priori method. 5. 383) 軍 ii主幹G-)t:?地 ( method 

of science. 5.384 ) 

(虫) (口 ibid.5. 383. (~) ibid. 5. 383 

キ~i<t<{+謡足陳

(~) ibid.5.370-5.373. (お) ibid. 5.374-5.376. 

(お) cf. H. G. Frankfurt， Peirce's Accoimt of Inquiry， The 

Journal of Philosphy， vo1.55. 1958. pp.588-592. 

(お) cf. Peirce， op. cit. 5.274-283. cf. 2.466. ぷ~'

hypothesis -'V G abduction ::::iE~U やニド~G体堕j

H. G. Frankfurt. Peirce's Notion of Abduction， The Journal 

of Philosophy句 vol.55， 1958，pp.593-597. 

( g:J) Peirce， op. cit. 5. 250. お) ibid. 5.314 

(お) j;;;;1主!GConcerning Certain Faculties， Consequences of 

Four Incpacities. G結t<!!て -KG同証炉請書e糊告W-IlO却炉

.，.;:>G'IJ-時.-(00 ...J~~ ('ν' けりゃ終結帆J どよJ 同~!!' G+I'G 

pragmaticism 中 Jドsemiotic.!1釈腿ヤ時.，.;:>G千J長崎。 J.J. 

Fitzgerald 竺けりゃ{同州附 ->::~~lîm盟!!て -KG州製品J~型Jν

州磁的 ζ~ 1'@..lJ卑樗炉喝。 cf.J. J. Fitzgerald， Peirce's 

The，ory of Signs as Foundation for Pragmatism， 1966. 

(お) Peirce， ibid， 5. 294. お ibid.5. 290. 

(お) ibid. 5. 283. (gj) ibid. 5. 394. 

(g) ibid.5.400. 

(お C.W Morris， Signs， Language and Behavior， 1955， 

pp. 287-291. 内"jU~ ニドゐ￡きて -KG <tt健全 G~~司
令♂>{ド' て-Kゐ百手紙，削略拠主ぎGI国恥緯U"';:>+I''j.コトj心 U

耐:緯申.1Jよも吋時。..J~ミ..J Uざ 1ト 4守会ーι判精 G~皇制斗~ニ Jド同

lI) 
p、
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(~) Peirce，op. cit. 5.254-255. 5.310. 

{お) ibid. 5.310-311. 

{認) cf. Ja回esK.Feible思 an，An Introduction to Peirce's 

Philosophy， 1956， chapterV. pp. 196-214. 

(~) (if)) (1;;) Peirce. op. cit 5. 311. お)(~) ibid‘ 5.311. 

f) ，):.1'て -K~d号入品r，;:;~露業針金持認李副総v斜縫J 与J 二時
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は闘終約ヰヰトノニ時相二吋-'-6小。

(~) ibid. 5.311. ( )もid.5.313. (おるid.5.311. 

{ミ~) ibiι5.314. (ミ ibid.5. 313. (お) ibid. 5.314. 

(~) ibid. 5. 314. (お ibid.5. 316. 

(*) Peirce， What Prag知 atisr滋 ist，the Monist， vol. 15. pp. 

161-'-181. op. cit. 5.417. 

(~) Peirce， Pragmaticism and Critical Common-'Sensis担，

op. cit. 5. 534; 
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{同 GeorgeHcrbert Mead on Social Psycholo話y，

Selected Papers， edited hy Anselm Strauss， p. 297. 

("') cf. David Vietor・off，G. H. Mead sociologue et philosophe， 

1953 .. 

〈円) cf. Morton Whiteヲ TheOrigin of Dewey's Instrument-. 

alis註1 1943. T. L. B1au， op. cit. PP. 228-273. 

{噌 cf，J， K. Feibleman， op. ci仁 pp.32-77.

(ω) Mead， MγNC， p. 168. 

(∞ C.W. Morris， Introduction司 PA.p. xi. cf. C. W. Morris， 

Logieal Positivism， Pragmaitsm and the Scientifie 泊

ぞー

Empiicism， 1937. p.4. 

(ト M.White， op. cit. p.37.中 S議護士 r，;:;際長兵士重手~IS:~"IS: !.H;詳 P

ドニトQOd. Th'e early work慾 of John Dewey 1882-

1892 Psychology‘1967日

(∞) I <~gj陵高;:Die 制oderne Energetik in ihrer Bedeutung 

fur Erkenntnis Kritik. :.1議制ゃい'1~10社乞哨年J 様、と

レ令捜部静寂主主S縫材申縁側Jヤニ時 F 令長Jどさま議長命令官1キピユ
""時提言者誌な摺詳.lJ.-.JトJ 断念.lJゆか J .lJ~己主ノ鴻11 1'(>。

cf. L. Victoroff， op. cit. Bibliographie， pp ・141-144，

{功) てーκ伝説駁窓会合会!1封書字えヰミZ合部寄与:gヤ.，;;:;seR.-<""'Jえ



-Pニ""，)..IJ土!jIl事機〈レペ喝。..J-R..J〆門・凶・トト γ トえ P入

s~喜怒パ1'(!!'~!lMt為替ま!著書窓会令投手紙ヤキ宮崎村倒壊事J会毛

糸(''-!J (J. K. Feibleman， op. cit. p.25. )!!被告J~ν エ姉崎
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!1~重怜炉ゆ"，，">SP 今'iKò (Peirce圃。手. cit. 2.210)制よJ新量挙

熱!!割線おえら~lょぬ二年ノ， Idioscopyな i余若手以十恥ぷ S

..J'緩く警察容が:æ:'J.~二 νゅpsychicaI. scienceS 令~U 1o、

~北; .:; 0 ibid. 1. 180 -1. 202: 1鍋 243

(~ミ) cf. Mead， MSS. pp. 1-pp. 35. 

(口あid.p. 1. (~) ibid. pp.115-117“ や製設綴S喜重点2

ゐ〈症な話器2主総議議会J母{ょ)W~戸 ~J':; "" 'J..IJ S;剥製P必時。

(~) W. WundtS ParallelismU索令時総本会"-"t¥'.，; ~.<，会為

吋時。 か 4守えん!.1~ニい吋十緩奪三言ヤ議員家主主停電州P也記 "-"ζヰヤ

エ。c.f.MSS， pぃ31-2. pp. 109… 17. pp.110-11. 

Merritt H. Moore， MTNC，Introduction，型.xiii. 

(三 C.W. Morris， Peirce， Mead and .Pragmatism， op. 

cit. p.112. 

(~)' "，--1.1-さま MTNC.u兵二年J薬会与Q次潟Sstatic method 

-R"-" dynamic methodどs訪問1l!!:(..IJ_lい f侵入ム-R.r-<:ート

ミミ <S訪問国封J'rmecha耳ical.science長必もiologicalsci ence 

<， s 総童話j 雨時中吋 ν 二"，， 0 町与ヰムJS ト十日以… ~l';号エ\-1: 多j

'JP刈 P キ告さと ζ，0

(:=;) MTNC. pt.321…322. 口) ibid. p.264‘ 

(日日) 川-"'-S :t寄与 S~，怒とよやユトJ~fιぬ議i

MTNC. p.143. V.168. p.264ff. p.285恥い286.

(;::;) ibid“p.346. (~ミ) (;j) ibid. p.350. 

(m  ibid. pp. 37-42. p.331. (~ cf. PA.pp. 539-540. 

(~) MTNC. chapterlll， Evolution becomes a general idea. 

cf. Richard Hofstadter， Social Darwinism in American 

Thought， 1944. vn. p103ff. Victoroff， op. cit. V.10. 

(~) Peirce， The Law of Mind， 6.102-163. Evolutionary 

Love 6. 287…306. けど!!ニ-l:;sゅうrychism，Synechis臨

and Agapism .U~宝寺供時緩:þ<やペ時。

(~) K. J. Feible賠 an，op. cit. v.32. 

(~) Victoroff， op. cit. p. 1. 10 

(お C.W Morris， Introducti開 (MSS.px出). 川ーふさま

口，，1'(とよく、ユトJ11 Josiah Royce-A Personal lmpressio説，

International of Ethics.XXVII (1917)， pp.168-70. 

ピートえとよ怒J もJ主主'rMTNC I 'J.~二\-1 S γν ニ"，， 0
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(お) てー κ 剖川-"'-..IJE::味期~~盟..IJ -.J ¥J ，¥詰日ト得制捜i話題g!l..lJc-

時むよ!E::!!υ ・W=-KP.，c時。 cf. C. W. Morris， Signs， 

Language and Behavior， op cit. c，. W. Morris， Peirce， 

Mead and Pragmatism， op.cit. 

(g) Peirce， The Categories in Detail， op. cit. 5.300-353. 

(お) ibid. 5. 339. 

(お Peirce，The Doctrine of Necessity. op. cit. 6.35-6.65.~ 

(~) idid. 6.61. 

(a';) Peirce， Detailed Classification of Sciences， op. cit. 1. 

203-283. お) ibid. 1. 250. 

(怠) J. K. Feibleman， op. cit. p. 179. cf. ibid. pp.l77・195.

(お) Peirce， The Logic of Continuity. op. cit. 6. 185・6.213.

(忽) ibid. 6.192. 

(~) C. W Morris， Six Theories of Mind， op. cit. p.286. 

(~) Peirce， op. cit. 1.270. cf. ibid. 1. 253， 1.265， 1.615. 

(可) (ミ C.W Morris， Peirce， Mead and Pragmati sm， 

!1 t<¥"'-E:: T-トヒ;iEFヒメムト入E::¥ヒ論判1憾な令闘がな画定割m'ト

1ト h\ Î'""i< ~i込へP127λ 1-{ - ~ '1-< C--2I1'ti'U句作E::五島観IW¥{T{士ドニ時。

(~) J. B. Watson， Behavior， anlntroduction to comparative 

Psychology， Behaviorism. 

(~) J. B. Watson， Behaviorism. 1930 (revised) 

(匙) MSS. part 1.1I. (~) ibid. p.3. p.8. 

(ミ) ibid. p.6. 

(ss) C. W.モ I}スゐ IMSS J E::仕 P~t士よ2
0

ibid. p. xviii. 

(区) ibid. pp. 10-11. 岱 ibid.p.164. 

(包) ibid. pp. 100O-109. 苫) i bid. p.55. 

(巴 cf.MTNC， chapter 1. chapter V 1II. 

(~) Mead， Cooley's Contribution to AmericanSoicalThought， 

op. cit. George Herbert Mead on social Psycholog 

y， pp. 293-307. Cf. C. H. Cooley， Social Organization 

1902， Human Nature and the Social Order.1922. 

([;;) MTNC. chapter VllI. 

op. cit. p. 121. 包) MSS.p.81.市リレgestureE::triadic relation品J ..IJC'.，ç~時'

(沼) Peirce， op.εit. 5. 196. 同uJ!'E::111~ 1ll':h:司令!!~E::纏料品'4隠匿 C.W Morris， Peirce， 

(:::1:) Mead， MSSS. pp.1-41. cf. ibid. Introduction by C.Morris. Mead and Pragmatism. op. cit. p.116ff. 

p.xiiiff. 川-~!!ロ干<-<E::""'..IJ P紗~'~え"'-'活一会"'-岳) MSS. p.6. p.47. (g) ibid. p.61ff. 

f子、r 入!1~~軍!1給量刑申(Þ{士号窓会d 沖í"" iト干入、'そ¥-ー (;:2) ibid. pp. 47-48. (~) ibid. pp. 68-75. 

!1記命令院勧.;q.Lもと己中<=l<1同小E:: m司翌日;l\!:Í'"首主観~W(Þ{士時。肋....(' (~) て-<-<E::，~uJ!'程!!111ゃな会1ト'n=-E::室付'Firstness，Second 

00 e、



ness， 二時， I当金~4総

!1やニトJ!!!告~~線科善事援i Peirce， Elements of Logic. cha予ter

2. Division of Si罫ns，op.cit. (ゑ 227-2.272)

(~) PA. pp.3…25. n/_"'- さま々りや!と議~~器禁をお苦手￠ふも小!1

余:t:ドニゅ， <:tHと護資cti:思議主 thestage of impulse. 

C~支持軍.lJlE!l-l愛.lJ~総選芸人J ....J年J~ 是認霊童〉 千什岩崎。 きまQ喜怒霊童泌総

霊長..Ljc限必!1援護筆記幼ヰヰ.(.14本意芸者をなに議議.¥J....JトJ-'J ""考脅さと必

ヰ二時。 ぬきまZ表紙~;li'j畿 (the sta露eof perception) ， じ

ささ母意義とぽ昔話綬 (thestage of賄側ip穏latio稔)， Q 対応綴

なぽト~~器禁霊 stage of consummati開-'J....J ν~lぷ

議議 ~\\l~詰護忠弘-'J"';母5立礼金存;¥J斗時。

(t3) Peirce，Elements of Logic， op. cit. chapterスchapter3. 

"， 'J !1.!;Qニ ν111 令~~遂怒号;説話窓~.lJs:"停告をと必 4ヰ \J ニ時。

d. J. J. Fitzgerald， Peirce's Theory of Si謀総sas Foun 

d ation for Pra悲問atis踏 . A. W. Burks， Icoね， Index and 

Symbol， Philosophy and Phenomenolo諾ical ミesearch，

voI.9.1949. ((g) Cf. MTNC. 

(~) C.W Morris， Six Theories of Mind， op‘cit.与285.

(ffi) Peirce， op. ciL 2‘227. 

(fB) The phenomenologiむalcate百ories.U索後がゆ，，;;>C.¥J_'もJ

Firstness事 Seco忍dness，Th i rdness ~制い小必 .(.1\J...t' 昌二時。

The Metaphysical Categories ~l 宗寺肌時~~込 possibility， 

対4く科書+犠返翼民

existence， 1 aw ~小今i" ~ν ...t' ~ν ニ略。?も，~必会よi\:;ITき

か緩ゐ7漆繋摂J品二¥J二時。

12) 舎もJH!l主主トス?や泌総~!詳言語-'J C霊童忠告ゐ必トトぉー十Jヤ

会事二~ぷAむよる二塁芝綴為霊祭'<1J~ヰ ν 二時。 や例P 寝護塁側線(trans 

zendentalism ) :::主主張~絞々な議選+~幾何な認定長-'J C やぷ年当 c、

ゆ-'J援金小ocf.よし.Bla泊，Men and Movements in 

American 1952. 

(r:::) C. W Morris， Peirce， Mead and Pra嘗matisl器， op. cit. 

F・112ff.

Peirce， op・cit. 5. 397. ([:2)(主主) ihid. 5.394. 

(~) ibid. 5.314. iもid.5.397. 

(;，:::) Peirce， Issues of FTagmaticism. op. cit. 5.438… 5.4 

44. What Pra窮matismIs. op. cit. 5. 428. 

(;，:::) PA. partII. Manipulat劫ryPhases of the Act. p.l04ff. 

制吋iよ布\i~ご -<-.!1とお CI\1怒護主!1事官後J 与J時ド~...t'~ゅ。 PAC却豊

後なめ ~i々ふ eヤ与ヰ!1また波い喝。 par t1. General Analysis of 

Knowledge and the AcιparまU.Perceptual and Manipu-

latory phases of the Act. par t 1II. Cosmolo蕗Y場

(~こ ff!- !L さまミ-~~-~ヤi表紙な卒jl!li;!1l1!/~ふ pお 的合J ~ J -R 

へま 3主えふ訟手華義と!1ムるゆ進言3怒号喜怒制整~..，叫もノ二時。 Cf. Mead， Bishop 

Berkeley an品 hismessa蒔e，The Journalof 

XXVI 1929.手p.421-30， 管¥.I4'!1PA !1~号ニーJilll重点$:
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が 1:髪E>""や主己主巴為市主嬰!1$居心へPヰヰド二時。 cf.PA. partII. 

(i!2) MTNC. p.168. 

回s:t.語、...J 、

(円)~ドー川ゃ s凶R22 川 -'"-Q 持軍側E 斗 1引迫J ド二坤。

総 1Q.，，;oQ.'l!!r禦!:{J]]信時'.-J¥Jギ4目H MSS )'総11Q.，，;oQ

.'l!! r!と菰S紅糾HPA)'総 !11Q.，，;oQ.'l!!' r再軍側S事1I;fr小』

( PP)" ibid， 

(∞) MSS. pp.150-164. 閃) PA. p.186. 

(司) MSS. p.154. 回) ibid. p.197. 

(∞) ibid. pp .303 -311. 

(ト) ibid. 167， pp. 229-230. 

(∞) 1ωme .lJ Q :::lr:l:;fr!.ょやニ ν!!~Q担主主申総監。

MSS. pp.173-78， 192-200， 209-213， 273-281. 

干A.pp.176-195. 

(∞) MSS. p.176. (S) ibid. p.I77. 

(口) ibid. p・199. -(ロ) ibid. P.199. 

(ロ) iliid. p.143ff. 

(ヨ) MSS. pp. 245-252 pp. 260-273. 

(巳) ibid. pp.303-310. PA. pp. 176-195. 

(出) MSS. P.174. 

(口 cf.D. Victoroff， La notion d' emergence et la categoerie 

du social dans la philosophie de G. H. Mead， Revue 

Philosophique， Tome.142， 1952， pp. 555-562. 

(::'l) MSS. pp.245-252. 

(合) dynamic method .'1やニド!!川-"--Qr MTNC ~ <!t1老士会

.-C' 'r'ふる，吋時。 cf.PA. Introduction by C. W. Morris， 

pp xlv-l. 

m) cf. M1N:; pp. 127 -52 pp. 150 -151. pp. 196 -197. 

pp. 312-313. PA. pp. 523-548. 

(お) PA. supplementary essays， chapter N. The Objective 

Reality of Perspectives， pp. 161-175. cf. Maurice 

N atanson， George H. Mead's Metaphysic of Time， The 

Journal of Philosphy， vol. 50， 1953， pp. 770-782. a5 
Frank M. Doran， Remarks on G. H. Mead' s Conception of 

Simultane ity， vo¥. 55. 1958， pp. 203 -209. 

(m PP. p.l. (m  ibid. p.12. 

(認) PA. p.353. 

(2F]) PA. p.640. 

(iZl) ibid. p.4 7ff. 

(Kl) PP. p.31. 

(お) PP. ~49， ~51 ， ~76. 

(gj) ibid・p.49，p.76. 

Uo5) temporal relationism .'1 や二 ν!!~Q秘密。

Maurice Natanson，George's Mead's Metaphysics of Time， 

op. cit. p.781. 




