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デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
、
構
造
論
的
な
思
索
の
傾
向
が
彼
の
研
究
態
度
の
基

底
に
あ
る
こ
と
は
、
概
略
的
に
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
以
前
の
拙
論
に
お
い
て

　
　
　
　
（
1
）

述
べ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
示
さ
れ
た
構
造
論
的
傾
向
は
、
一
方
で
は
、
そ
の
一
般

化
傾
向
た
め
に
、
個
別
性
の
軽
視
を
招
き
、
他
方
で
は
、
そ
の
傾
向
が
招
く
運

動
性
は
そ
の
一
般
化
傾
向
を
制
限
し
、
一
般
性
と
個
別
性
と
の
関
連
の
追
求
を

促
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
構
造
論
的
傾
向
は
、
そ
の
一
面
性
を
現

わ
し
、
こ
の
傾
向
を
補
う
他
の
傾
向
が
必
要
と
さ
れ
「
た
。
一
般
・
全
体
と
個

別
。
部
分
と
の
関
連
は
、
構
造
論
的
傾
向
だ
げ
の
論
考
で
は
不
十
分
だ
か
ら
で

あ
る
。

　
こ
の
全
体
と
部
分
と
言
う
関
連
を
動
的
に
し
か
も
内
的
に
（
つ
ま
り
、
全
体

を
単
な
る
部
分
の
総
和
と
見
た
さ
ず
に
）
把
握
す
る
思
索
傾
向
は
、
デ
ィ
ル
タ

イ
に
お
い
て
は
、
「
形
態
学
的
傾
向
」
と
言
う
・
」
と
が
で
き
る
。
全
体
と
都
分

の
動
的
及
び
内
的
関
連
性
は
、
解
釈
学
の
み
で
考
察
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
、
決

し
て
な
い
。

　
F
・
ロ
ー
デ
ィ
は
、
形
態
学
的
な
傾
向
の
特
徴
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
著
作
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
貫
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ロ
ー
デ
ィ
に
よ
れ
ぼ
、
デ
ィ

ル
タ
イ
に
お
け
る
形
態
学
的
な
考
察
の
仕
方
と
は
、
「
個
々
の
諸
現
象
の
発
生

的
連
関
を
最
終
的
な
単
純
な
作
用
法
則
や
形
成
力
、
エ
ソ
テ
レ
ヒ
ー
的
諾
原
理

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
方
向
へ
と
た
ど
る
」
仕
方
で
あ
る
。
そ
の
考
察
法
の
特
徴
の
一
つ
は
、
発
生

的
に
諸
現
象
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
発
生
的
に
」
と
は
、
ち
ょ
う

ど
植
物
の
種
か
ら
芽
が
出
て
、
そ
れ
が
伸
び
、
葉
が
で
き
て
、
花
が
咲
く
と
い

う
一
連
の
動
的
経
過
を
言
う
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
現
象
を
一
般
法
則

へ
と
関
連
づ
げ
る
と
い
う
考
察
法
で
あ
る
。
「
関
連
づ
げ
る
」
と
は
、
「
還
元
す

る
」
こ
と
で
は
な
い
。
確
か
に
、
個
別
的
た
現
象
の
中
心
的
部
分
は
一
般
法
則

へ
と
還
元
さ
れ
得
る
が
、
し
か
L
、
個
別
現
象
の
個
性
は
形
式
的
な
中
心
的
都

分
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
組
合
せ
と
、
　
つ
ま
り
、
中
心
的
部
分
の
変
容

（
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
）
と
そ
の
付
加
物
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら

に
、
両
者
が
関
連
す
る
内
容
も
生
ま
れ
て
来
る
。
原
型
と
し
て
の
全
体
が
発
生

し
、
成
長
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
部
分
的
な
器
官
へ
と
分
化
・
分
節
し

て
行
く
現
象
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
」
こ
に
は
、
発
生
的
現
象
と
一
般
法
則
と
を
結
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び
付
げ
る
、
全
体
と
部
分
の
動
的
法
則
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
一
」
の
よ
う
な
形
態
学
的
な
思
索
の
傾
向
（
思
索
態
度
）

に
は
い
く
つ
か
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
、
こ
の
傾
向
の
中
に
見
ら

れ
る
一
つ
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
運
動
性
か
ら
生
じ
る
傾
向
は
、
特
に
別

の
一
つ
の
思
索
傾
向
と
し
て
、
区
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
発
生
に
お
け
る
法

則
性
と
歴
史
に
お
げ
る
運
動
性
と
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
わ
げ
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
の
運
動
性
と
深
く
結
び
付
い
て
い
る
思
索
の
傾
向
は
、

「
生
成
論
的
傾
向
」
と
し
て
規
定
で
き
る
が
、
た
だ
し
、
こ
れ
は
本
論
文
の
直

接
の
論
述
の
対
象
で
は
な
い
。

　
以
上
か
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
形
態
学
的
た
思
索
傾
向
に
お
い
て
扱
わ

れ
る
内
容
は
、
原
型
か
ら
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
い
う
、
全
体
に
お
け
る
部

分
の
分
化
。
分
節
の
運
動
法
則
に
関
わ
る
。
こ
の
思
索
も
個
別
を
対
象
と
し
て

い
る
が
、
最
終
的
に
一
般
化
へ
向
か
う
傾
向
が
強
い
。
先
の
生
成
論
的
た
思
索

の
傾
向
は
、
・
」
の
過
度
の
一
般
化
傾
向
に
対
し
て
制
限
の
役
を
果
た
し
て
い
る
。

　
我
々
は
、
本
論
文
で
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
を
ゲ
ー
テ
の
形
態
学
に
関
す
る
思
索

内
容
と
の
関
連
で
考
察
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
ー
テ
に
由
来
す
る
形
態
学
的
思

索
態
度
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
ど
こ
に
現
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に

変
化
し
た
の
か
を
最
終
的
に
、
仮
設
的
で
修
正
可
能
な
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
論

じ
る
。
我
々
は
、
ま
ず
ゲ
⊥
ア
に
お
げ
る
形
態
学
の
輪
郭
を
示
し
て
か
ら
、
デ

ィ
ル
タ
イ
に
お
げ
る
形
態
学
的
な
思
索
傾
向
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
述
べ
る
こ

と
に
す
る
。

　
ゲ
ー
テ
に
由
来
す
る
形
態
学
の
特
徴
は
、
全
体
と
部
分
と
の
関
係
に
あ
る
。

ゲ
ー
テ
は
形
態
学
を
、
「
形
態
の
部
分
と
全
体
の
考
察
。
他
の
こ
と
は
何
も
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

慮
す
る
こ
と
な
く
、
形
態
の
一
致
と
差
異
を
考
察
す
る
も
の
。
」
と
規
定
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
か
ら
は
、
形
態
の
研
究
が
静
的
な
研
究
と
誤
解
さ
れ

る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
ゲ
ー
テ
は
『
形
態
学
序
説
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に

「
形
態
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

「
ド
イ
ツ
人
は
現
実
に
存
在
す
る
も
の
の
複
雑
な
在
り
方
に
対
し
て
、
形
態

（
Ω
邑
睾
）
と
言
う
誉
口
葉
を
用
い
て
い
る
。
生
き
て
動
い
て
い
る
も
の
は
、
こ

う
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
抽
象
化
さ
れ
る
。
こ
の
言
葉
を
用
い
る
か
ぎ

り
、
相
互
に
依
存
し
な
が
ら
一
つ
の
全
体
を
形
成
し
て
い
る
も
の
が
固
定
さ

れ
、
他
と
の
つ
な
が
り
を
失
い
、
一
定
の
性
格
し
か
持
た
な
く
な
る
の
は
や

む
を
え
な
い
。
し
か
し
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
形
態
、
特
に
有
機
体
の
形
態
を

観
察
し
て
見
る
と
、
変
化
し
な
い
も
の
、
静
止
し
た
も
の
、
他
と
の
つ
た
が

り
を
も
た
な
い
も
の
は
、
ど
こ
に
も
見
い
だ
せ
ず
、
す
べ
て
は
た
え
ま
な
く

動
い
て
休
む
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
だ
か
ら
、
我
々
の
ド
イ
ツ

語
が
、
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
や
生
み
だ
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
に
対
し
て
形
成

（
里
民
§
σ
q
）
と
い
う
言
葉
を
普
通
用
い
て
い
る
の
は
、
十
分
に
根
拠
の
あ
る

　
　
　
　
　
（
5
）

こ
と
な
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
な
ゲ
ー
テ
の
規
定
か
ら
、
形
態
学
は
「
形
態
の
学
」
6
異
祭
－

ざ
ぎ
⑦
）
で
は
な
く
、
「
形
成
の
学
」
（
里
罵
蔓
α
q
ω
一
堅
竃
）
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も

十
分
に
頷
げ
る
。
形
態
学
は
対
象
を
固
定
的
に
把
握
す
る
の
で
は
な
く
、
有
機

体
の
形
成
と
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
過
程
を
記
述
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
形
態
学
の
対
象
は
あ
く
ま
で
も
個
別
に
限
定
さ
れ
る
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が
、
し
か
し
、
そ
の
際
個
別
に
囚
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ゲ
ー
テ
に
よ
れ
ぼ
、

対
象
と
L
て
の
個
別
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
態
度
は
、
避
け
ら
れ
ね
ぼ
た
ら
な

い
。

「
悟
性
的
な
人
問
、
す
な
わ
ち
注
意
の
眼
を
個
別
に
む
け
、
徴
密
に
観
察

し
、
全
体
を
部
分
に
分
解
し
て
ゆ
く
人
間
に
と
っ
て
、
理
念
か
ら
生
じ
理
念

に
還
る
も
の
は
、
い
わ
ぼ
手
に
余
る
代
物
な
の
で
あ
る
。
…
…
（
中
略
）

：
－
－
。
そ
れ
に
対
し
て
、
よ
り
高
い
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
標
構
す
る
学
者

達
の
ほ
う
は
、
こ
と
も
な
げ
に
個
々
の
も
の
を
軽
蔑
し
、
個
で
あ
れ
ぼ
こ
そ

生
命
を
保
っ
て
い
る
も
の
を
普
遍
性
の
名
の
も
と
に
一
括
し
、
こ
の
生
命
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

枯
死
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
」

ゲ
ー
テ
か
ら
見
れ
ぼ
、
個
別
に
の
み
目
を
向
げ
理
念
を
見
よ
う
と
し
な
い
学
老

も
、
ま
た
個
別
を
無
視
し
て
理
念
の
み
を
見
る
学
者
も
共
に
、
生
命
体
と
し
て

の
対
象
を
破
壊
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
個
別
に
目
を
向
げ
て
、
そ
こ

に
普
遍
性
を
見
る
と
い
う
態
度
こ
そ
が
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
本
質
的
に
思
わ
れ
た

の
で
あ
る
。

　
個
別
と
理
念
に
関
し
て
、
『
蟹
言
と
省
察
』
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

「
理
念
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
つ
ね
に
現
象
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
れ
ゆ

え
に
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
す
べ
て
の
現
象
の
法
則
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
で

（
7
）

あ
る
。
」

「
普
遍
と
特
殊
は
一
致
す
る
。
特
殊
は
さ
ま
ざ
ま
の
異
な
る
条
件
の
も
と
に

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

現
わ
れ
る
普
遍
で
あ
る
。
」

　
以
上
の
ゲ
ー
テ
の
言
葉
か
ら
考
え
て
、
理
念
あ
る
い
は
普
遍
は
、
時
間
的
で

局
所
的
な
個
別
に
お
い
て
の
み
現
わ
れ
る
一
」
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
「
特
殊

は
永
遠
に
普
遍
の
下
位
に
つ
く
。
普
遍
は
永
遠
に
特
殊
に
従
わ
な
け
れ
ぼ
た
ら

　
（
9
）

な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
普
遍
一
」
そ
、
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
は
、
原
型
概
念
で
あ
る
か
ら
、
結
論
と

し
て
、
ゲ
ー
テ
の
形
態
学
は
原
型
と
そ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
を
中
心
的
な
視

点
と
す
る
動
的
対
象
の
記
述
学
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
ゲ
ー
テ
と
デ
ィ
ル
タ
イ
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、

名
な
言
葉
が
あ
る
。

ホ
フ
マ
ソ
ス
タ
ー
ル
の
有

「
精
神
的
な
も
の
、
彼
（
デ
ィ
ル
タ
イ
の
こ
と
－
引
用
老
注
）
に
は
、
そ
れ

は
生
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
ま
た
の
時
代
を
潜
り
抜
け
な
が
ら
、
彼
の
眼

の
前
で
は
、
そ
れ
は
っ
ね
に
不
変
で
あ
っ
た
。
ゲ
ー
テ
が
植
物
の
変
容
、
動

物
の
変
容
を
観
た
の
と
同
じ
よ
う
な
眼
で
、
彼
は
精
神
的
な
も
ろ
も
ろ
の
形

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

態
の
変
容
を
観
て
い
た
。
」

　
ゲ
ー
テ
の
思
索
態
度
に
深
い
関
心
を
持
つ
も
の
に
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
索

の
傾
向
に
も
ゲ
ー
テ
と
類
似
し
た
も
の
を
見
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
ホ
フ
マ
ソ

ス
タ
ー
ル
は
こ
の
引
用
文
の
後
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
形
態
学
的
な
思
索

態
度
に
つ
い
て
文
学
的
に
語
っ
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
、
歴
史
と
結
び
付
い
た

デ
ィ
ル
タ
イ
の
形
態
学
的
な
思
索
の
傾
向
を
見
事
に
指
摘
し
て
い
る
。
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「
あ
る
思
考
様
式
、
あ
る
詩
作
様
式
、
あ
る
種
の
も
の
の
感
じ
方
、
あ
る
刻

印
を
帯
び
た
世
界
認
識
そ
れ
は
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
の
だ
が
、
一
見
底
辺

に
沈
ん
で
姿
を
隠
し
た
あ
と
、
再
び
現
わ
れ
て
き
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。

…
・
：
（
中
略
）
…
…
。
そ
う
や
っ
て
彼
は
時
代
と
時
代
と
を
結
び
付
け
た

し
、
そ
う
や
っ
て
彼
に
は
歴
史
が
一
つ
の
生
き
た
出
来
事
と
な
っ
た
。
も
ろ

も
ろ
の
時
代
を
粁
余
曲
折
し
て
潜
り
披
げ
て
き
な
が
ら
、
し
か
も
統
一
的
た

存
在
た
る
を
失
わ
ず
、
個
人
の
た
か
や
ま
た
組
織
の
な
か
で
活
動
し
て
い
る

も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
も
し
詩
的
な
も
の
で
あ
れ
ぱ
、
そ
れ
は

ハ
ソ
ス
・
ザ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
倫
理
的
、
霊
的
な
ら
ぼ
ル
タ
ー
で
あ
る
。
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

索
者
ふ
う
に
な
れ
ぼ
、
ラ
イ
プ
ニ
ヅ
ツ
で
あ
る
。
」

　
さ
ら
に
、
こ
れ
に
続
い
て
、
こ
の
よ
う
な
形
態
学
的
精
神
に
よ
っ
て
も
の
ご

と
を
見
る
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
、
哲
学
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
を
ホ
フ
マ
ソ
ス
タ
ー
ル
は
深
い
認
識
と
自
覚
を
も
っ
て
述
べ
て
い

る
。
従
っ
て
、
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
に
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ゲ
ー
テ
の
精
神
を

も
っ
て
、
哲
学
す
る
人
物
と
見
え
た
。
彼
は
デ
ィ
ル
タ
イ
を
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
博

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

士
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
大
学
教
授
の
ひ
と
り
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ゲ
ー

テ
の
精
神
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
内
で
い
か
な
る
位
置
を
占
め
て
お
り
、
ま
た
ど
の

よ
う
に
変
化
し
た
か
を
、
我
々
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
主
要
な
二
つ
の
著
作
の
比

較
を
通
し
て
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

4

つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
伝
』
と
『
精
神
諸
科
学
序
説
』

で
あ
る
。
だ
が
、
巻
数
は
明
示
さ
れ
て
い
な
く
と
も
『
精
神
諾
科
学
に
お
げ
る

歴
史
的
世
界
の
構
成
』
（
以
後
、
『
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
と
記
す
。
）
に
も
や

は
り
、
続
編
が
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
は
未
完
の
薯
作
を
少
な
く
と
も
三
つ
は
残

し
た
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
そ
の
内
の
二
つ
の
理
論
的
な
薯
作
で
あ
る
『
精
神

諸
科
学
序
説
』
と
『
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
の
一
部
を
比
較
し
て
、
こ
の
デ
ィ

ル
タ
イ
に
お
け
る
形
態
学
的
傾
向
の
位
置
付
け
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を

以
下
に
指
摘
す
る
。
そ
の
際
、
そ
の
理
解
を
容
易
に
さ
せ
る
た
め
に
、
仮
説
的

で
修
正
可
能
な
モ
デ
ル
を
、
我
々
は
提
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
我
々
は
デ
ィ

ル
タ
イ
の
著
作
の
発
展
そ
の
も
の
が
、
形
態
学
的
傾
向
（
原
型
と
そ
の
変
容
）

に
あ
る
と
い
う
一
」
と
を
最
後
に
指
摘
す
る
。

　
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
の
序
文
に
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
構
想
の
概
略
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
ぼ
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
発
展
の
芽
（
す
た
わ
ち
、
基
本
的

な
態
度
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
の
学
派
（
歴
史
学
派
の
こ
と
1
引
用
者
注
）
に
は
次
の
よ
う
な
、
純
粋

に
経
験
的
な
考
察
の
仕
方
が
生
き
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
過
程
の

特
殊
性
に
対
す
る
愛
清
が
あ
る
沈
潜
。
個
々
の
事
実
の
価
値
を
も
っ
ぱ
ら
発

展
の
連
関
か
ら
決
め
よ
う
と
す
る
、
歴
史
考
察
の
一
般
的
精
神
。
現
在
の
生

活
に
対
す
る
説
明
と
規
則
と
を
過
去
の
研
究
に
求
め
、
精
神
的
生
は
、
最
終

的
に
は
、
ど
の
点
に
お
い
て
も
歴
史
的
生
で
あ
る
と
見
る
、
杜
会
の
学
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

歴
史
的
精
神
。
」
（
「
×
チ
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。
）
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デ
ィ
ル
タ
イ
に
は
、
第
一
巻
の
み
刊
行
さ
丸
て
未
完
に
終
わ
っ
た
著
作
が
二

デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
げ
る
形
態
学
的
傾
向
と
生
成
論
的
傾
向
は
、
一
八
八
三
年



の
『
精
神
諾
科
学
序
説
』
の
こ
の
序
文
に
明
確
に
見
ら
れ
る
。
引
用
文
の
内
容

は
歴
史
学
派
に
関
す
る
も
の
だ
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
こ
れ
を
受
げ
継
い
で
い
る

こ
と
は
す
ぐ
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
傍
点
に
よ
り
強
調
さ
れ
た
「
特
殊
性
」

と
「
発
展
の
連
関
」
と
い
う
術
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
形
態
学
的
傾
向
と
生
成
論

的
傾
向
に
固
有
の
術
語
で
あ
る
。
個
別
の
個
性
（
す
な
わ
ち
、
特
殊
性
）
に
目

を
向
け
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
成
長
や
発
展
を
と
げ
て
き
た
の
か
、
と
い
う

観
点
か
ら
個
別
の
個
性
を
了
解
L
よ
う
と
す
る
態
度
、
こ
れ
こ
そ
広
い
意
味
で

の
形
態
学
的
傾
向
に
ほ
か
た
ら
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
傾
向
だ
け
で
現
実
や
理
論
を
考
察
す
る
の
は
不
十
分
で
あ

り
、
こ
の
歴
史
学
派
に
欠
げ
て
い
る
哲
学
的
基
礎
づ
げ
と
い
う
試
み
、
つ
ま
り

認
識
論
や
心
理
学
の
試
み
を
こ
の
歴
史
学
派
に
融
合
さ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
・
」
そ

が
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
本
質
的
な
・
」
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
「
歴
史
的
直
観

や
比
較
的
方
法
だ
げ
で
は
精
神
諸
科
学
の
自
立
的
連
関
を
樹
立
す
る
こ
と
も
、

人
生
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
で
ぎ
な
い
」
（
二
×
畠
）
と
は
っ
き
り

と
述
べ
て
い
る
。

「
詳
細
な
歴
史
的
部
分
が
あ
る
の
は
、
序
説
に
と
っ
て
実
際
上
必
要
で
あ
る

と
い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
的
自
己
省
察
に
は
認
識
論
的
自
己

省
察
に
並
ぶ
価
値
が
あ
る
と
私
が
確
信
す
る
か
ら
で
も
あ
る
。
」
（
r
×
苧

傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
強
調
で
あ
る
。
）

　
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
的
考
察
と
心
理
学
的
考
察
の
二
本
立
て
に
つ
い
て
、
デ

ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
序
文
で
す
で
に
嬰
言
し
て
い
る
。
こ
の
立
場
は
、
一
九
〇
〇

年
に
発
表
さ
れ
た
「
解
釈
学
の
成
立
」
に
も
受
げ
継
が
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、

単
に
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
一
」
と
だ
げ
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
二
つ
の

内
容
が
ど
の
よ
う
に
分
化
・
分
節
し
て
い
る
か
、
っ
ま
り
ど
の
よ
う
に
発
展
し

て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
方
に
意
味
が
あ
る
。

　
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
に
お
け
る
形
態
学
的
な
傾
向
は
、
次
の
引
用
文
に
よ

っ
て
決
定
的
に
明
示
さ
れ
る
。

「
・
」
の
確
信
の
正
し
さ
は
、
発
展
史
的
立
場
に
立
つ
と
さ
ら
に
い
っ
そ
う
は

っ
き
り
す
る
。
な
ぜ
た
ら
ぼ
、
知
的
発
展
の
歴
史
は
、
太
陽
の
明
る
い
光
り

を
受
け
た
樹
木
の
成
長
の
記
録
の
よ
う
な
も
の
で
、
地
下
に
あ
る
そ
の
樹
木

の
根
を
、
認
識
論
的
基
礎
づ
け
は
探
り
出
さ
ね
ぼ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

（
二
×
チ
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
強
調
で
あ
る
。
）

　
「
太
陽
の
明
る
い
光
を
受
け
た
樹
木
の
成
長
の
記
録
」
を
観
る
態
度
と
歴
史

を
観
る
態
度
と
が
、
こ
こ
で
は
同
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
形
態
学
的
た
観
点

で
歴
史
を
観
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
態
度
か
ら
、
こ
こ
に
形
態
学
的
傾
向
と
生
成
論

的
傾
向
と
の
融
合
が
指
摘
で
き
る
。

　
『
精
神
諾
科
学
序
説
』
の
序
文
に
示
さ
れ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
索
の
基
本
的

態
度
に
基
づ
い
て
、
　
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
の
第
一
部
の
前
半
を
次
に
分
析
し

よ
う
o

　
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
の
本
論
は
、
そ
の
著
作
の
意
図
を
も
っ
て
開
始
さ
れ

る
。
こ
の
著
作
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
精
神
諸
科
学
に
従
事
す
る
人
々
に
対

し
て
、
そ
の
諸
科
学
を
構
成
す
る
命
題
や
規
則
と
人
問
杜
会
の
現
実
全
体
と
の
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関
係
に
っ
い
て
の
知
を
容
易
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
学
問
の
分
類
を
地
球

儀
に
準
え
、
す
で
に
、
科
学
と
し
て
成
立
L
て
い
る
自
然
諸
科
学
と
並
ん
で
、

歴
史
的
杜
会
的
現
実
を
対
象
と
す
る
諸
科
学
の
全
体
を
精
神
諸
科
学
と
し
て
提

示
す
る
。
こ
の
科
学
の
方
法
お
よ
び
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
次
の
よ
う
に
規

定
さ
れ
る
。

「
人
類
に
お
い
て
歴
史
的
に
発
展
し
て
き
た
も
の
で
、
人
間
学
や
歴
史
学
、

杜
会
科
学
と
い
う
名
称
が
共
通
の
語
法
に
従
っ
て
与
え
ら
れ
る
対
象
で
あ
る

精
神
的
事
実
こ
そ
が
、
我
々
が
支
配
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
把
握
し
よ
う

と
す
る
現
実
な
の
で
あ
る
。
経
験
的
方
法
が
要
求
す
る
の
は
、
次
の
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
諸
科
学
の
存
立
そ
の
も
の
に
即
し
て
、
思
惟

が
こ
こ
で
自
ら
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
用
い
る
個
々
の
手
続
き
の
価
値

が
、
歴
史
的
批
判
的
に
解
明
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
人
類
自
身
が
主
体
で

あ
る
こ
の
俸
大
な
過
程
の
直
観
に
即
し
て
、
こ
の
領
域
の
知
識
や
認
識
の
本

性
が
解
関
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
」
（
ご
㎝
）

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
お
よ
び
精
神
諾
科
学
の
基
本
的

方
法
と
目
的
が
素
描
さ
れ
た
後
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
次
に
こ
の
「
精
神
諸
科
学
」

（
Ω
①
｛
箒
ω
乏
鶴
g
8
臣
津
⑦
自
）
と
い
う
術
語
そ
の
も
の
の
検
討
に
入
る
。
歴
史
的

杜
会
的
現
実
を
対
象
と
す
る
諾
科
学
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
例
え
ぼ
、
「
杜

会
科
学
」
（
Ω
窃
①
茅
o
臣
家
ま
湯
竃
ω
o
訂
ε
、
「
杜
会
学
」
（
ω
◎
N
宣
o
σ
q
⑤
、
「
道
徳

科
学
」
（
冒
O
邑
一
ω
O
訂
オ
一
馨
易
O
訂
津
）
、
「
歴
史
科
学
」
（
σ
q
窃
O
ま
O
犀
亭
訂
オ
一
叩

鴇
富
O
訂
ε
、
「
文
化
科
学
」
（
穴
集
員
乏
ω
ω
9
8
副
ε
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ

て
き
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
れ
ら
の
術
語
の
内
容
が
対
象
の
範
囲
に
比
べ
て
狭

い
こ
と
を
理
由
に
、
「
精
神
諾
科
学
」
と
い
う
術
語
を
選
択
す
る
。
し
か
し
、

彼
に
よ
れ
ぼ
、
こ
の
術
語
に
も
次
の
よ
う
な
欠
点
が
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
、

そ
れ
は
、
そ
の
術
語
が
自
然
と
の
連
関
を
示
唆
し
て
い
な
い
と
い
う
欠
点
で
あ

る
。
一
」
の
欠
点
は
、
ゲ
ー
テ
の
形
態
学
的
精
神
に
基
づ
い
て
思
索
を
し
て
い
る

当
時
の
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
重
大
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
欠
点
を
有
し

て
い
る
点
で
は
他
の
術
語
も
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
術
語
の
中
で
は
、

自
ら
の
領
域
の
く
ぎ
り
を
不
完
全
な
が
ら
も
つ
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、

「
精
神
諸
科
学
」
と
い
う
術
語
が
選
ぼ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
後
、
自
然
的
過
程
と
精
神
的
過
程
と
の
区
別
に
関
す
る
歴
史
的
分
析
が

続
き
、
そ
こ
で
、
精
神
的
過
程
の
自
然
的
過
程
へ
の
非
還
元
性
が
指
摘
さ
れ

る
。
た
だ
し
、
精
神
的
遇
程
が
相
対
的
に
独
立
し
て
い
る
と
は
言
え
、
両
者
は

併
存
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
精
神
的
遇
程
は
自
然
的
過
程
に
依
存
し
て
い

る
。

「
精
神
物
理
的
生
の
統
一
体
の
分
析
か
ら
、
今
や
心
的
状
態
が
自
然
の
全
連

関
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
よ
り
明
確
に
な
る
。
心
的
状
態
は
、

自
然
の
全
連
関
の
内
に
現
わ
れ
、
作
用
し
、
そ
し
て
そ
の
連
関
か
ら
再
び
退

い
て
行
く
。
従
っ
て
、
杜
会
的
歴
史
的
現
実
に
関
す
る
研
究
も
ま
た
自
然
認

識
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
」
（
ニ
ミ
）

　
精
神
と
自
然
と
の
依
存
関
係
を
指
摘
し
た
後
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
精
神
的
過
程

の
分
析
の
領
域
に
入
り
、
そ
の
領
域
を
二
つ
に
分
け
る
。
彼
は
、
特
に
個
々
の

精
神
的
物
理
的
生
の
統
一
体
の
分
析
を
「
第
一
次
の
心
的
事
実
」
（
2
①
混
『

○
雷
ω
亭
竃
饒
蕃
争
竃
婁
叶
撃
○
乱
竃
轟
）
の
分
析
と
し
て
規
定
し
、
「
第
二
次
の
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心
的
事
実
」
の
分
析
で
あ
る
歴
史
的
杜
会
的
現
実
の
全
体
を
対
象
と
す
る
分
析

　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
分
析
も
、
ま
た
、
相
対
的
に
独
立
し
て
は
い

る
が
、
先
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
併
存
関
係
に
は
な
く
、
依
存
関
係
に
あ
る
。

「
文
化
体
系
を
形
づ
く
る
諸
事
実
は
、
心
理
学
的
分
析
が
認
識
す
る
諸
事
実

を
介
し
て
の
み
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
体
系
の
認
識
の
基
礎
を
な

す
諸
概
念
や
諸
命
題
は
、
心
理
学
が
示
す
諸
概
念
や
諸
命
題
に
依
存
す
る
関

係
に
あ
る
。
」
（
r
畠
）

　
こ
う
し
て
、
個
別
を
中
心
と
す
る
分
析
と
個
別
を
単
位
と
す
る
現
実
全
体
の

分
析
と
は
、
独
立
し
な
が
ら
も
相
互
に
密
接
に
関
連
す
る
。
こ
れ
は
、
心
理
学

お
よ
び
人
間
学
と
歴
史
的
分
析
と
が
連
係
L
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
　
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
で
は
、
自
然
認
識
と
生
の
統
一
体
の
研
究
と
歴

史
的
杜
会
的
現
実
の
分
析
と
が
、
相
対
的
に
独
立
L
な
が
ら
後
者
が
前
者
に
対

し
て
依
存
関
係
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
分
か
る
。

　
一
九
一
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
『
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
と
一
八
八
三
年
の

『
精
神
諸
科
学
序
説
』
と
の
間
に
は
、
三
十
年
近
く
の
開
き
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
両
老
の
構
成
の
類
似
性
に
驚
か
さ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
　
『
精
神
諾

科
学
序
説
』
で
、
人
問
は
精
神
的
物
理
的
生
の
統
一
体
と
し
て
、
心
理
的
な
も

の
と
物
理
的
な
も
の
と
の
両
者
を
兼
ね
備
え
て
い
た
。
そ
の
事
情
は
、
『
歴

史
的
世
界
の
構
成
』
で
も
変
わ
ら
な
い
。
心
理
的
な
も
の
と
物
理
的
な
も
の
と

言
う
概
念
は
、
共
に
人
問
と
い
う
事
実
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
限
り
有
効
に
使
用
さ
れ
得
る
。
両
概
念
の
考
察
と
並

ん
で
、
精
神
と
自
然
と
の
関
連
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
内
容
は

『
精
神
諸
科
学
序
説
』
に
お
げ
る
場
合
と
比
べ
て
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な

い
。
確
か
に
、
基
本
的
に
は
精
神
と
自
然
と
の
関
連
は
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、

積
極
的
に
論
述
が
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
を
、
も
う
少
し
詳
し
く
述

べ
る
と
次
の
よ
う
に
た
る
。
『
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
に
お
げ
る
「
我
々
は
、

そ
れ
自
身
自
然
で
あ
り
、
自
然
は
暗
い
衝
動
と
」
て
、
自
覚
さ
れ
ず
に
我
々
の

う
ち
で
作
用
し
て
い
る
」
（
声
o
．
o
）
と
言
う
表
現
は
、
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
に

お
け
る
精
神
と
自
然
と
の
関
連
に
基
づ
い
て
い
る
。

「
自
然
は
精
神
諸
科
学
の
底
層
を
な
す
。
自
然
は
単
に
歴
史
の
舞
台
で
あ
る

ぼ
か
り
で
は
た
い
。
物
理
的
遇
程
や
そ
の
中
に
あ
る
必
然
性
、
そ
し
て
、
そ

の
過
程
に
由
来
す
る
作
用
は
、
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
関
係
、
つ

ま
り
能
動
と
受
動
、
作
用
と
反
作
用
の
底
層
で
あ
り
、
物
理
的
世
界
は
精
神

が
自
ら
の
目
的
、
自
ら
の
価
値
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
本
質
を
表
現
し
て
い
る

領
域
全
体
の
素
材
で
も
あ
る
。
」
（
声
旨
㊤
）

右
に
引
用
L
た
『
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
の
文
章
も
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
の

精
神
諸
科
学
と
自
然
認
識
と
の
関
連
に
基
づ
い
て
い
る
。
従
っ
て
、
基
本
的
な

関
連
づ
げ
は
同
一
で
あ
る
と
言
え
る
。
L
か
し
、
そ
の
関
連
は
消
極
的
に
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
と
共
に
、
『
精
神
諾
科
学
序
説
』
で
「
精
神
諾
科
学
」
と
言
う

術
語
の
欠
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
内
容
が
、
『
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
に
お
い

て
は
消
え
て
い
る
。
精
神
と
自
然
と
の
絆
は
切
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
絆
は

も
は
や
問
題
の
領
域
に
登
場
し
な
い
。
つ
ま
り
、
『
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
の
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対
象
が
精
神
的
な
も
の
に
隈
定
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
心
理

学
の
扱
い
に
も
関
連
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
時
に
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

　
第
二
に
、
自
然
諸
科
学
と
精
神
諸
科
学
と
を
分
け
る
指
標
が
、
『
精
神
諸
科

学
序
説
』
に
よ
り
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
『
精
神
諾
科
学
序
説
』
で
は
、
対
象

と
L
て
の
糖
神
界
と
物
質
界
に
よ
っ
て
学
の
特
性
が
決
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
「
見
え
る
」
と
言
う
表
現
を
使
用
す
る
の
は
、
そ
の
区
別
が
対
象
に

よ
る
だ
け
で
あ
る
と
デ
ィ
ル
タ
イ
が
述
べ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
し
あ
た

り
、
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
で
は
、
内
的
経
験
に
基
づ
く
か
、
感
覚
的
経
験
に

基
づ
く
か
と
言
う
経
験
の
相
違
に
よ
り
生
じ
た
領
域
の
内
、
前
者
に
基
づ
く
経

験
の
独
自
な
領
域
を
対
象
と
す
る
科
学
が
、
精
神
諾
科
学
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
で
は
、
対
象
は
科
学
の

態
度
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
る
の
で
、
対
象
の
み
が
科
学
を
分
け
る
指
標
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

な
い
と
言
う
一
」
と
が
、
は
っ
き
り
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
、
デ
ィ

ル
タ
イ
は
生
理
学
を
例
に
具
体
的
に
述
べ
る
。
生
理
学
も
人
間
の
一
面
を
対
象

と
L
て
い
る
。
従
っ
て
、
対
象
だ
け
か
ら
考
え
れ
ぼ
、
生
理
学
も
人
間
を
対
象

と
し
て
い
る
の
で
、
精
神
諸
科
学
の
一
部
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
実
際
に
二
つ

の
科
学
を
分
げ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
対
象
で
は
た
く
、
対
象
と
対
象
に
関
わ

る
態
度
と
の
両
者
で
あ
る
。
精
神
諸
科
学
が
そ
の
対
象
に
対
す
る
態
度
は
外
的

す
な
わ
ち
感
覚
的
な
生
の
表
出
か
ら
内
的
な
意
味
を
読
み
と
る
こ
と
の
内
に
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
態
度
に
よ
っ
て
、
精
神
諸
科
学
に
固
有
の
対
象
が
成
立
す

る
。　

こ
の
よ
う
な
精
神
諸
科
学
の
態
度
に
お
い
て
も
、
自
然
と
の
関
わ
り
は
軽
視

さ
れ
て
い
る
。
精
神
諸
科
学
で
は
、
把
握
の
対
象
と
た
る
過
程
の
物
理
的
側
面

は
、
単
な
る
条
件
で
あ
り
、
了
解
の
手
段
に
な
る
に
過
ぎ
た
い
。
つ
ま
り
、
物

理
的
側
面
と
関
連
す
る
生
の
表
出
は
、
そ
の
内
部
を
捉
え
る
た
め
の
手
段
と
な

る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
門
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
態
度
に
つ
い
て
の
記
述
が
詳

細
に
行
わ
れ
た
後
で
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
続
く
。

「
従
っ
て
、
体
験
、
表
現
、
了
解
と
い
う
こ
と
の
連
関
こ
そ
、
人
問
を
精
神

諸
科
学
の
対
象
と
」
て
成
立
さ
せ
る
固
有
の
手
続
き
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

精
神
諸
科
学
は
、
生
、
表
現
、
了
解
と
い
う
・
」
の
よ
う
た
連
関
に
基
礎
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
我
々
は
、
精
神
諾
科
学
の
範
囲
を
は
っ
き

り
と
定
め
得
る
標
識
を
得
る
。
科
学
は
、
そ
の
対
象
が
、
生
、
表
現
、
了
解

と
言
う
連
関
に
基
づ
く
態
度
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
精
神
諾

科
学
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
L
（
く
も
べ
）

　
従
っ
て
、
精
神
諸
科
学
と
自
然
諸
科
学
と
の
分
類
に
関
L
て
、
『
精
神
諸
科

学
序
説
』
と
『
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
と
の
間
に
は
変
化
が
あ
る
。
こ
の
変
化

は
、
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
で
、
未
決
定
で
あ
っ
た
内
容
が
、
『
歴
史
的
世
界
の

構
成
』
で
分
節
化
さ
れ
、
明
確
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
一
」
と
が
で
き
る
。

　
第
三
に
は
、
『
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
に
お
い
て
は
、
『
精
神
諸
科
学
序
説
』

と
異
な
っ
て
、
「
心
理
学
し
に
対
す
る
評
価
が
逆
転
し
て
い
る
。
『
精
神
諾
科
学

序
説
』
で
は
、
歴
史
的
分
析
と
並
ん
で
、
「
心
理
学
」
は
精
神
諸
科
学
に
お
け

る
最
も
基
礎
的
な
学
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
杜
会
的
な
生
に
つ
い
て
の
諸
理
論

は
、
こ
の
よ
う
な
「
心
理
学
」
的
な
諸
概
念
に
基
づ
い
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
歴
史
的
世
界
の
構
成
』

で
は
、
「
心
理
学
」
と
歴
史
的
杜
会
的
生
の
諸
理
論
と
の
関
連
は
断
絶
L
て
い
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る
よ
う
に
見
え
る
。

（
と
言
皇
言
葉
？
）

次
の
引
用
文
を
見
る
と
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の

に
対
す
る
考
え
が
変
化
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

「
心
理
学
」

　
「
こ
こ
で
、
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
内
的
な
も
の
を
規
定
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
一
」
の
こ
と
に
お
い
て
、
よ
く
犯
さ
れ
る
誤
謬
は
、
こ
の
よ
う
な
内
的

た
側
面
を
知
る
た
め
に
心
的
た
生
の
経
過
、
す
な
わ
ち
心
理
学
を
持
ち
出
す
こ

と
で
あ
る
。
L
（
≦
も
紅
）

　
以
上
を
総
括
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
（
一
）
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
に

お
げ
る
「
精
神
諸
科
学
」
と
言
う
術
語
の
選
択
理
由
の
欠
点
が
、
『
歴
史
的
世
界

の
構
成
』
で
消
え
た
こ
と
、
そ
し
て
、
（
二
）
精
神
と
自
然
と
の
連
関
が
、
『
精

神
諾
科
学
序
説
』
で
は
肯
定
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
に
対
L
、
『
歴
史

的
世
界
の
構
成
』
で
は
雨
者
の
関
係
は
、
保
た
れ
つ
つ
も
注
目
さ
れ
な
く
な
っ

た
こ
と
、
さ
ら
に
、
（
三
）
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
で
は
、
心
理
学
が
精
神
諸
科

学
の
基
礎
学
と
し
て
重
要
な
位
置
を
示
し
て
い
る
の
に
対
L
て
、
『
歴
史
的
世

界
の
構
成
』
で
は
ほ
と
ん
ど
否
定
的
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
一
」
れ
ら
は

み
な
同
一
の
理
由
か
ら
出
て
来
た
現
象
で
あ
る

　
つ
ま
り
、
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
に
お
げ
る
心
理
学
は
、
精
神
の
独
自
性
を

確
立
し
た
が
ら
も
、
自
然
と
の
連
関
を
つ
ね
に
想
定
し
て
人
間
の
生
を
間
う
根

本
的
た
学
と
L
て
規
定
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
一
八

九
四
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
「
記
述
的
分
析
心
理
学
の
構
想
」
（
以
後
、
「
構

想
」
と
記
す
。
）
に
お
げ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
表
現
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の

生
を
研
究
す
べ
き
心
理
学
が
、
動
物
の
生
を
も
巻
き
込
ん
で
い
る
と
言
う
こ
と

　
　
（
1
6
）

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
、
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
で
は
心

理
学
は
自
然
と
の
連
関
を
保
つ
絆
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「
心
理
学
が
自
然
と
の
連
関
を
保
つ
絆
で
あ
っ
た
」
と
言
う
こ
と
は
、
形
態
学
的

た
思
索
傾
向
に
よ
っ
て
人
問
の
心
的
事
象
を
把
握
す
る
と
言
う
こ
と
に
他
た
ら

な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
、
心
理
学
は
形
態
学
と
密
接
な
関
連
に
あ
っ
た
。

　
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
先
に
指
摘
し
た
三
点
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
心

理
学
の
消
失
と
言
う
観
点
で
考
察
で
き
る
。
つ
ま
り
、
『
精
神
諸
科
学
序
説
』

で
は
、
自
然
と
生
の
統
一
体
と
歴
史
的
現
象
と
の
積
極
的
な
連
関
が
、
そ
れ
ら

の
相
対
的
独
立
性
と
共
に
保
持
さ
れ
て
い
た
の
で
、
心
理
学
が
必
要
で
あ
っ
た

が
、
『
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
で
は
、
そ
れ
ら
の
連
関
の
保
持
よ
り
も
相
対
的

独
立
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
、
心
理
学
は
表
面
的
に
は
消
失
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
付
随
し
て
、
精
神
諸
科
学
に
お
け
る
「
対
象
」
に
関
す
る
規
定

も
、
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
で
は
未
分
化
で
あ
っ
た
が
、
『
歴
史
的
世
界
の
構
成
』

で
は
明
確
な
も
の
に
な
っ
た
。
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
で
、
さ
し
あ
た
り
対
象

の
観
点
か
ら
分
け
ら
れ
て
い
た
精
神
諸
科
学
と
自
然
諸
科
学
は
、
『
歴
史
的
世

界
の
構
成
』
で
は
、
精
神
諸
科
学
の
方
法
や
態
度
か
ら
固
有
の
対
象
が
構
成
さ

れ
る
と
し
て
、
主
客
の
統
一
的
状
態
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

7

　
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
に
お
い
て
心
理
学
に
形
態
学
的
傾
向
が
見
ら
れ
る
と

し
た
ら
、
『
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
で
は
解
釈
学
的
な
見
方
が
代
表
的
で
あ
る

と
言
え
る
。
こ
の
二
つ
の
傾
向
に
つ
い
て
、
ロ
ー
デ
ィ
は
そ
の
相
違
を
指
摘
し

て
い
る
。
四
ー
デ
ィ
に
よ
れ
ぼ
、
形
態
学
的
な
考
察
の
仕
方
と
は
、
発
芽
か
ら

始
ま
る
展
開
を
捉
え
、
個
別
現
象
の
発
生
的
連
関
を
単
一
の
最
終
的
な
作
用
法

則
に
ま
と
め
上
げ
る
考
察
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
解
釈
学
的
な
考
察
の
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仕
方
と
は
、
異
質
な
諸
要
因
の
多
様
性
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
統
一
体
を
形
成

L
て
行
く
遇
程
を
捉
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
発
展
法
則
を
指
示
す
る
も
の

で
は
な
い
。
統
一
的
複
合
体
へ
と
形
成
さ
れ
る
多
様
性
は
、
彼
に
よ
れ
ぼ
了
解

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
歴
史
の
連
関
を
読
み
取
る
こ
と
に
有
機
的
な
変
化

法
則
を
前
提
す
る
必
要
は
な
い
。
確
か
に
、
形
態
学
も
多
様
な
個
体
を
扱
う

が
、
た
だ
し
そ
の
場
合
で
も
多
様
性
を
個
体
の
法
則
性
に
基
づ
い
て
把
握
し
よ

　
　
　
（
〃
）

う
と
す
る
。

　
形
態
学
的
考
察
法
は
個
体
を
全
体
と
し
て
捉
え
、
そ
の
芽
か
ら
の
成
長
や
発

展
を
生
き
生
き
と
し
た
形
で
法
則
化
す
る
。
そ
の
視
点
は
、
全
体
か
ら
出
発
し

分
化
・
分
節
の
発
展
的
構
造
を
把
握
す
る
方
向
で
考
察
を
進
め
て
行
く
。
従
っ

て
、
そ
れ
は
、
分
析
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
解
釈
学
的

考
察
法
は
、
個
体
を
部
分
的
単
位
と
し
て
捉
え
、
部
分
的
単
位
問
の
関
連
を
記

述
L
、
そ
の
相
互
作
用
か
ら
、
個
体
を
単
位
と
す
る
統
一
体
の
形
成
や
特
性
を

構
造
論
的
に
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
。

　
ロ
ー
デ
ィ
は
、
一
」
の
二
つ
の
傾
向
の
類
似
点
よ
り
む
し
ろ
相
違
点
を
強
調
し

た
。
形
態
学
的
な
見
方
が
歴
史
に
応
用
さ
れ
て
、
解
釈
学
的
な
見
方
が
成
立
す

る
の
で
は
な
く
、
両
者
は
む
し
ろ
異
質
な
傾
向
で
あ
っ
て
、
こ
の
異
質
な
傾
向

が
混
在
し
て
い
る
点
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
不
可
解
さ
が
見
て
と
れ
る
・
」
と
を
、

彼
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
デ
ィ
の
図
式
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
そ
れ
を
発

展
さ
せ
た
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
、
先
に
示
し
た
二
つ
の
著
作
に
お
い
て
一
」
れ
ら

の
傾
向
が
ど
の
よ
う
な
関
連
に
あ
る
の
か
を
指
摘
す
る
。

　
我
々
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
索
の
態
度
に
少
な
く
と
も
三
つ
の
傾
向
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
構
造
論
的
傾
向
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
そ

の
概
略
が
以
前
に
示
さ
れ
た
。
二
つ
目
は
、
形
態
学
的
傾
向
で
、
・
」
れ
は
個
別

に
視
点
を
留
め
て
、
そ
の
発
展
法
則
を
捉
え
る
と
言
う
考
察
法
で
あ
る
。
三
番

目
が
、
生
成
論
的
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
個
別
の
多
様
性
に
目
を
向

け
、
そ
の
歴
史
の
流
れ
の
中
で
の
変
化
に
注
目
す
る
も
の
で
、
そ
の
本
質
は
運

動
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
傾
向
の
組
合
せ
に
よ
り
、
我
々
は
、

心
理
学
と
歴
史
的
分
析
あ
る
い
は
、
解
釈
学
の
推
移
を
次
に
論
述
す
る
。

　
結
論
的
に
示
せ
ぼ
、
一
八
八
三
年
の
『
精
神
科
諸
学
序
説
』
の
段
階
で
は
、

ロ
ー
デ
ィ
の
指
摘
L
た
二
つ
の
傾
向
は
、
類
似
と
し
て
、
つ
ま
り
、
解
釈
学
的

な
考
察
法
が
形
態
学
的
な
考
察
法
に
依
存
す
る
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
形
態
学
的
考
察
法
は
「
第
一
の
心
的
事
実
」
を
扱
う
心
理
学

に
顕
著
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
個
体
を
全
体
と
し
て
捉
え
、
個
体
の
構
造
論
的

発
展
法
則
を
研
究
す
る
立
場
と
し
て
の
「
記
述
的
分
析
的
心
理
学
」
は
、
形
態

学
的
な
視
点
だ
げ
で
は
な
く
、
構
造
諭
的
た
視
点
も
融
合
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
「
第
二
の
心
的
事
実
」
を
対
象
と
す
る
分
析
が
、
個
人
を
部

分
的
単
位
と
L
、
そ
の
歴
史
的
杜
会
的
相
互
作
用
を
研
究
す
る
も
の
と
し
て
、

後
の
解
釈
学
的
考
察
法
と
比
較
で
き
る
。
こ
の
考
察
法
で
は
、
異
質
な
諸
要
素

の
統
一
体
間
の
歴
史
的
杜
会
的
現
実
に
お
け
る
構
造
的
な
相
互
作
用
が
主
題
と

な
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
は
、
構
造
論
的
傾
向
と
生
成
論
的
傾
向
の
融
合
が
見

ら
れ
る
。

　
従
っ
て
、
こ
の
三
つ
の
傾
向
の
内
、
構
造
論
的
傾
向
と
、
形
態
学
的
傾
向
を

融
合
し
た
も
の
が
、
知
・
惜
二
恩
の
連
関
と
個
体
の
発
展
と
を
結
び
付
け
た

「
心
理
学
」
で
あ
り
、
構
造
論
的
傾
向
と
生
成
論
的
傾
向
を
融
合
し
た
も
の

が
、
構
造
論
的
連
関
を
歴
史
や
杜
会
の
内
に
探
求
す
る
「
解
釈
学
」
あ
る
い
は

「
歴
史
的
分
析
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
図
式
に
従
え
ぼ
、
『
精
神
諸
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科
学
序
説
』
か
ら
『
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
へ
の
変
化
は
、
「
心
理
学
」
と
「
歴

史
的
分
析
」
の
二
本
立
て
か
ら
「
解
釈
学
」
へ
の
変
化
と
考
え
る
ぺ
き
で
は
な

く
、
「
心
理
学
」
と
言
う
名
称
の
消
失
と
見
る
べ
き
で
あ
る
（
そ
れ
と
共
に
、

形
態
学
的
傾
向
が
前
面
か
ら
背
景
へ
後
退
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
エ
ピ
ソ
グ
ハ

ウ
ス
の
デ
ィ
ル
タ
イ
に
対
す
る
影
響
は
重
大
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
・
」

で
そ
の
こ
と
に
触
れ
る
余
裕
は
な
い
）
。
本
論
文
は
、
そ
の
経
過
を
詳
細
に
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

述
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
概
略
の
示
唆
を
目
的
と
し
て
L
た
。

　
単
に
一
部
の
み
で
は
あ
っ
た
が
、
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
と
『
歴
史
的
世
界

の
構
成
』
の
そ
の
内
部
構
成
の
類
似
性
と
内
容
の
変
化
、
そ
L
て
、
三
傾
向
の

発
展
と
変
化
が
、
以
上
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
（
論
述
が

粗
雑
な
の
で
、
未
だ
仮
説
的
で
は
あ
る
が
）
そ
の
二
っ
の
著
作
を
同
じ
根
の
メ

タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
L
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
っ
ま
り
、
デ
ィ
ル
タ
ィ
に
と

っ
て
本
質
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
薯
作
の
発
展
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
形
態

学
的
で
あ
る
主
言
う
一
」
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
方
を
取
る
な
ら

ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
著
作
そ
の
も
の
の
把
握
の
仕
方
を
、
我
々
は
、
一
部
変
更

し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
考
察
を
可
能
に
す
る
た
め
の
材
料

と
し
て
、
本
論
文
は
再
度
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
（
す
な
わ
ち
、
心
理
学
と
解

釈
学
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
課
題
と
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
理
論
的
態
度
の
多
面
性

に
つ
い
て
の
課
題
、
お
よ
び
そ
の
両
者
の
関
連
に
つ
い
て
の
課
題
）
を
提
出
す

る
も
の
で
あ
る
。

叢↓

注拙
論
、
コ
ア
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
『
構
造
』
概
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、
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な
お
、
引
用
文
は
、
『
ゲ
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全
集
』
、
潮
出
版
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に
よ
る
。
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目
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な
お
、
引
用
文
は
、
『
ホ
フ
マ
ソ
ス
タ
ー
ル
選
集
3
』
、
高
橋
英
夫
訳
、

　
河
出
書
房
新
杜
に
よ
る
。

（
u
）
　
印
』
1
0
1
｝
ω
1
㎝
㎝
｛
．

（
1
2
）
　
印
』
．
0
J
ω
．
寓
．

（
1
3
）
　
r
×
≦
と
言
う
表
記
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
第
一
巻
十
六
べ
ー
ジ

　
を
示
す
。
コ
ソ
マ
の
後
の
ロ
ー
マ
数
字
、
ア
ラ
ピ
ア
数
字
は
、
そ
の
巻
の

　
ぺ
ー
ジ
数
を
示
す
。

　
　
な
お
、
本
論
文
で
使
用
し
た
全
集
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

　
オ
州
■
籟
向
い
慧
　
U
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内
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雪
㍗
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（
1
4
）
　
く
α
q
ア
　
ニ
ω
㎝
実
1

（
1
5
）
　
く
σ
q
r
≦
一
〇
〇
H
．

（
蛇
）
　
　
く
σ
q
H
二
　
く
－
N
H
O
｛
．

（
！
7
）
　
笥
．
肉
◎
2
一
印
』
‘
◎
j
ω
1
紅
o
o
串
．

（
1
8
）
　
た
だ
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
多
面
的
性
格
を
・
」
の
よ
う
に
単
純
化
で
き

　
な
い
有
力
な
証
拠
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
第
八
巻
の
最
初
の
論
文
に
あ

　
る
。
恐
ら
く
晩
年
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
草
稿
に
、
歴
史
的
連
関
が
心

　
理
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
『
序
説
』
に
お
け
る
見
解
が
、
再
び

　
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
く
σ
q
r
峯
㌧
◎
甲

　
　
　
　
　
　
（
も
り
も
と
・
つ
か
さ
　
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
系
技
官
）
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