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本
シ
リ
ー
ズ
が
関
心
を
寄
せ
る
「
思
想
」
と
は
、
一

部
の
特
権
的
な
知
識
人
が
抽
象
的
な
「
概
念
的
思
考
」

に
よ
っ
て
ま
と
め
あ
げ
た
思
惟
の
結
果
で
は
な
い（
ⅱ
、

以
下
同
様
に
カ
ッ
コ
内
は
頁
数
を
示
す
）。
む
し
ろ
、

身
体
と
い
う
物
質
を
も
っ
た
人
間
の
日
常
的
実
践
と

深
く
か
か
わ
っ
た
想
像
力
の
あ
り
方
と
い
っ
た
ほ
う

が
い
い
だ
ろ
う
。「
思
想
の
身
体
」
と
い
う
こ
と
ば
に

こ
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
思
想
が
ど
の
よ
う
に
身
体
を

理
解
す
る
の
か
と
い
う
問
い
の
み
な
ら
ず
、
身
体
は
ど

の
よ
う
に
思
想
を
規
定
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い

で
も
あ
る
。「
思
想
の
身
体
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の

も
と
に
「
声
」
を
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
不
可
避

な
要
素
と
し
て
浮
上
す
る
の
は
、
ま
さ
に
感
性
や
体
験

な
ど
と
い
っ
た
人
間
の
実
存
に
ま
と
わ
り
つ
く
キ
ー

ワ
ー
ド
で
あ
る
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
編
者
で
あ
る
兵

藤
裕
己
自
身
が
か
か
わ
る
部
分
（
第
一
章
、
鼎
談
）
と

他
の
著
者
の
執
筆
部
分
に
大
別
し
て
概
要
を
紹
介
し
、

そ
の
の
ち
に
今
後
の
口
承
文
芸
研
究
が
本
書
か
ら
何

を
引
き
出
す
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。

　

兵
藤
裕
己
「
声
と
知
の
往
還
―
音
声
中
心
主
義
は
形

而
上
学
か
？
」（
第
一
章
）
は
、
本
書
の
編
集
方
針
を

提
示
す
る
論
説
で
あ
る
。
兵
藤
は
、『
声
に
出
し
て
読

み
た
い
日
本
語
』（
齋
藤
孝
）
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
、「
文
化
的
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
現
れ

と
も
解
釈
で
き
る
日
本
語
ブ
ー
ム
を
引
き
合
い
に
出

し
な
が
ら
、「
声
」
を
「
ア
タ
マ
」
で
は
な
く
て
「
身
体
」

の
問
題
と
し
て
設
定
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、

「
文
化
的
な
共
同
性
や
帰ナ

シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ

属
意
識
」
が
「
身
体
的
な
も

の
に
根
ざ
し
て
い
る
」
こ
と
の
注
意
も
う
な
が
し
て
い

る
（
五
―
七
）。

　

そ
も
そ
も
声
の
身
体
性
へ
の
関
心
は
、
近
年
に
急

に
お
こ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
兵
藤
が
紹
介
す
る
の

は
、
一
九
六
〇
年
代
末
に
演
劇
界
で
試
み
ら
れ
て
、

一
九
七
〇
年
代
以
降
、
国
語
教
育
界
で
取
り
組
ま
れ
て

き
た
「
群
読
」
で
あ
る
。
齋
藤
孝
の
啓
蒙
的
な
活
動
は
、

こ
の
方
法
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。「
群
読
」

は
、
し
ば
し
ば
参
加
者
の
感
動
を
生
む
。
そ
の
感
動
と

は
「
日
常
の
自
分
を
超
え
た
あ
る
大
き
な
力
に
包
摂
さ

れ
る
よ
う
な
快
感
」（
一
三
）で
あ
る
。
兵
藤
が「
群
読
」

に
適
し
た
文
章
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
が
、『
平
家
物

語
』
の
原
文
だ
。
そ
の
文
章
が
語
り
手
・
聴
き
手
（「
社

会
」）
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
成
句
・
成
語
を
軸
と
し
て

語
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、「
あ
る
フ
ァ
ミ
リ
ア
ー

な
感
性
の
共
同
体
」
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
の
だ
と
い
う

（
一
九
）。
語
り
手
（
書
き
手
）
は
、「
日
常
的
・
個
的

な
主
体
か
ら
あ
る
公
共
的
な
主
体
へ
と
転
移
す
る
」
の

で
あ
る
（
二
四
）。

　

兵
藤
が
こ
う
し
た
『
平
家
物
語
』
の
文
章
と
対
象
さ

せ
る
の
は
、明
治
期
以
降
の
言
文
一
致
体
で
あ
る
。「
自

分
の
こ
と
ば
」
で
「
自
分
の
考
え
」
を
表
現
す
る
文
章

が
「
自
分
」
を
成
立
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
思
想
は
、
近

代
日
本
に
お
け
る
ロ
ゴ
ス
中
心
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
支
え
て
き
た
と
い
っ
て
も
い
い
（
三
二
）。
近
代
以

降
に
位
置
す
る
「
私
た
ち
」
は
、「
自
分
」
を
超
え
た

「
神
仏
」
と
か
「
運
命
」
と
い
っ
た
「
超
越
的
」
な
主

体
に
同
調
す
る
感
受
性
を
失
っ
て
い
る
と
兵
藤
は
述

べ
る
（
三
四
）。「
超
越
的
」
な
語
り
の
位
置
は
、
現
代

語
訳
す
る
の
も
難
し
い
の
だ
と
い
う
（
三
六
）。

　

本
章
で
一
貫
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
声
」

を
「
わ
た
し
」
を
こ
え
る
共
同
性
、
あ
る
い
は
定
型
的

な
表
現
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
主
体
、
と
い
う
点
か
ら

理
解
し
、
前
近
代
に
お
け
る
「
声
」
の
あ
り
方
が
、
近

兵
藤
裕
己
編
著

『
思
想
の
身
体
　
声
の
巻
』

真 

鍋
　
昌 

賢
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代
以
降
の
表
現
の
あ
り
方
を
批
判
的
に
検
討
す
る
た

め
に
重
要
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。兵
藤
に
と
っ
て
、「
声
」

を
身
体
論
と
し
て
問
題
に
す
る
こ
と
の
意
味
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
近
代
そ
の
も
の
の
相
対
化
と
深
く
関
連
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
兵
藤
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
担
保
す
る
べ
く

配
置
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
鼎
談　

声
の
可
能
性
」
で

あ
る
。
兵
藤
そ
し
て
川
田
順
造
・
鎌
田
東
二
に
よ
っ

て
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
ま
た
ぐ
課
題
と
し
て
「
声
」
を

議
論
す
る
た
め
の
切
り
口
に
つ
い
て
、
言
葉
が
か
わ
さ

れ
て
い
く
。
こ
の
鼎
談
は
、
そ
の
問
題
群
を
、「
近
代

（
な
い
し
は
ポ
ス
ト
近
代
）
的
な
偏
向
」
を
回
避
し
な

が
ら
、「
可
能
な
限
り
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
に
見
定

め
る
」
た
め
の
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
「
近
代
／
ポ
ス
ト
近
代
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
そ
の

も
の
を
超
え
て
、「
声
」
に
つ
い
て
議
論
す
る
可
能
性
」

を
見
い
だ
し
た
い
と
い
う
望
み
が
こ
め
ら
れ
て
い
る

（
二
〇
〇
）。
霊
的
な
身
体
性
を
も
っ
た
器
官
と
し
て
の

耳
（
聴
覚
）、
声
を
発
す
る
身
体
の
構
造
、
太
鼓
言
葉

の
追
求
か
ら
見
い
だ
さ
れ
た
言
葉
と
身
体
の
連
鎖
、
ロ

ゴ
ス
の
「
無
化
」
と
も
い
え
る
踊
り
へ
の
没
入
、シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
身
体
と
声
、
ニ
ー
チ
ェ
の
集
団
的
オ
ル

ギ
ー
へ
の
注
目
、
近
代
的
な
行
為
と
し
て
の
現
代
詩
朗

読
な
ど
、
ト
ピ
ッ
ク
が
縦
横
無
尽
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る

な
か
で
、
読
者
は
興
味
深
い
鼎
談
の
な
か
に
引
き
込
ま

れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

な
か
で
も
説
得
的
で
あ
っ
た
の
は
、
川
田
に
よ
る
次

の
二
点
の
指
摘
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
デ
リ
ダ
の
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
論
の
相
対
化
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
ら

は
、
西
ア
フ
リ
カ
の
非
文
字
社
会
で
の
事
例
（
太
鼓
言

葉
）、
つ
ま
り
非
西
欧
社
会
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

の
な
か
で
得
た
知
見
に
基
づ
い
て
い
る
。
川
田
は
人
間

が
世
界
を
理
解
す
る
や
り
方
と
し
て
「
閉
鎖
系
と
し
て

の
原
子
論
」
と
「
身
体
と
い
う
も
の
を
認
識
の
核
と
見

る
、
開
放
系
の
考
え
方
」
を
挙
げ
、
後
者
こ
そ
が
、
デ

リ
ダ
の
ロ
ゴ
サ
ン
ト
リ
ズ
ム
を
批
判
的
に
見
る
た
め

の
視
点
で
あ
る
と
い
う
。漢
字
や
ア
フ
リ
カ
の
図
像
は
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
「
開
放
系
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」

と
い
え
る
の
だ
（
二
三
三
―
二
三
四
）。
も
う
ひ
と
つ

は
、
川
田
に
よ
る
声
に
な
ら
な
い
声
に
つ
い
て
の
指
摘

で
あ
る
。「
本
当
に
切
実
な
体
験
と
い
う
の
は
、
自
分

の
声
で
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
」
を
と
り
あ
げ
て
、ス
ピ
ヴ
ァ
ク
に
言
及
し
な
が
ら
、

「
一
番
抑
圧
さ
れ
た
人
」
は
発
す
る
声
を
も
つ
の
か
と

い
う
問
い
を
立
て
て
い
る
。
川
田
は
、
こ
の
問
い
を
ふ

ま
え
て
、声
の
生
理
的
な
レ
ベ
ル
で
の
問
題
か
ら
、「「
声

で
語
る
」
と
い
う
こ
と
が
持
っ
て
い
る
社
会
的
な
位
置

づ
け
の
問
題
」
に
踏
み
込
む
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る

（
二
四
五
）。
声
の
身
体
性
と
と
も
に
、
そ
れ
と
不
可
分

に
絡
み
合
う
声
の
社
会
性
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
を

明
確
に
う
な
が
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

兵
藤
・
川
田
・
鎌
田
に
よ
る
言
葉
の
や
り
と
り
の
な

か
に
は
、フ
ィ
ー
ル
ド
を
こ
え
て
、ま
た
文
学・人
類
学・

宗
教
学
と
い
う
枠
を
こ
え
て
、
ま
さ
に
身
体
か
ら
逃
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
声
ま
た
は
思
想
を
、
人
間
に
と
っ

て
根
元
的
か
つ
切
実
な
レ
ベ
ル
か
ら
と
ら
え
返
す
た

め
の
き
っ
か
け
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

　

他
の
論
説
（
二
章
―
六
章
）
で
は
、
そ
れ
と
ゆ
る
や

か
に
関
連
し
つ
つ
、
各
テ
ー
マ
の
な
か
で
声
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。
鈴
木
英
夫
「
自
然
と
声
」（
第
二
章
）

で
は
、
人
間
の
声
を
自
然
と
文
化
の
境
界
に
位
置
づ
け

て
、
文
学
作
品
な
ど
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
声
の

特
徴
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
声
を
発
す
る
こ
と
そ

の
も
の
が
人
間
ら
し
さ
を
根
拠
づ
け
る
の
で
は
な
い
。

「
言
語
＝
知
性
」
を
獲
得
し
た
人
間
に
と
っ
て
、
声
は

そ
れ
を
現
象
さ
せ
る
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
、「
原
始

的
自
然
」
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
「
混
沌
状
態
」
を
用

意
す
る
過
程
を
も
用
意
す
る
（
五
三
）。
鈴
木
は
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
対
比
し
て
、
コ
ミ
ュ
ー
ニ
オ
ン

の
重
要
性
を
説
く（
五
九
―
六
一
）。そ
の
重
要
性
と
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
伝
達
モ
デ
ル
で
は
見
失
っ

て
し
ま
う
、
自
己
と
他
者
の
区
別
が
消
滅
す
る
主
客
一

体
の
様
相
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
鈴
木
は
、
人
間
の
個

別
性
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
「
生
物
的
な
普
遍
性
」
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と
人
間
と
い
う
範
疇
に
お
け
る
「
霊
性
」（「
宗
教
心
」、

あ
る
い
は
「
自
然
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」）
と
い
う
「
普

遍
性
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
「
共
鳴
」
へ
の
注

目
を
う
な
が
し
て
い
る
（
六
四
―
六
五
）。

　

樋
口
覚
「
日
清
戦
争
と
近
代
日
本
の
軍
楽
隊
―
鄙
び

た
る
軍
学
の
憶
ひ
（
中
原
中
也
）」（
第
三
章
）
で
は
、

明
治
期
に
お
け
る
軍
楽
隊
の
黎
明
に
つ
い
て
述
べ
た

の
ち
に
、
日
清
戦
争
の
英
雄
と
な
っ
た
原
田
重
吉
が
、

軍
神
化
さ
れ
た
の
ち
に
、「
没
落
」
し
て
い
く
様
を
と

り
あ
げ
て
い
く
。
樋
口
は
、
原
田
を
日
清
戦
争
と
い
う

近
代
戦
争
の
「
悲
劇
」
を
体
現
し
た
人
物
と
し
て
位
置

づ
け
、
昭
和
期
に
入
っ
て
萩
原
朔
太
郎
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
『
日
清
戦
争
異
聞
』
を
、原
田
を
通
じ
て
み
た
「
近

代
日
本
批
判
」
と
し
て
評
価
し
て
い
る
（
九
四
）。
戦

争
に
ま
つ
わ
る
表
象
の
な
か
で
軍
神
が
ま
つ
り
あ
げ

ら
れ
、
国
民
の
物
語
が
共
有
さ
れ
て
い
く
過
程
を
論
じ

る
際
に
、
原
田
は
興
味
深
い
存
在
で
あ
る
。
近
代
日
本

に
お
け
る
戦
時
下
の
気
分
を
つ
く
り
だ
し
て
い
く
声

と
音
に
近
づ
く
う
え
で
、
軍
神
の
表
象
は
重
要
な
素
材

で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

阿
部
泰
郎
「
儀
礼
の
声
―
念
仏
の
声
を
め
ぐ
り
て
」

（
第
四
章
）
で
は
、
仏
教
儀
礼
の
時
空
を
つ
く
る
中
心

的
な
手
段
と
し
て
の
声
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
声
の
技

は
仏
事
・
法
会
に
現
前
し
「
常
に
人
の
身
体
を
介
し
て

実
践
」
さ
れ
る
の
だ
（
一
〇
一
）。
前
半
で
は
天
台
宗

な
ど
を
と
り
あ
げ
る
な
か
で
、
声
の
力
を
理
論
化
し
よ

う
と
し
た
諸
相
が
、「
講
式
」
の
詳
細
な
紹
介
に
よ
っ

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
後
半
で
は
、中
世
に
お
け
る「
声

と
し
て
の
念
仏
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
法
然
を
中
心

に
勃
興
す
る
念
仏
運
動
は
、
ま
さ
に
「
声
の
領
域
に
お

い
て
端
的
に
あ
ら
わ
れ
」
て
い
る
（
一
一
三
）。「
高
声
」

と
「
一
声
」
に
焦
点
化
す
る
こ
と
で
、
阿
部
は
声
あ
る

い
は
踊
り
が
中
世
の
念
仏
の
核
で
あ
っ
た
こ
と
を
論

じ
る
。
ま
た
阿
部
は
、
親
鸞
以
降
の
浄
土
真
宗
に
お
け

る
声
明
の
体
系
化
を
取
り
上
げ
、
現
在
に
ま
で
続
く
そ

の
歴
史
的
な
厚
み
を
紹
介
し
て
い
る
。
阿
部
が
記
述
す

る
の
は
前
近
代
の
仏
教
に
お
い
て
人
身
を
掌
握
す
る

手
段
と
し
て
の
声
が
錬
磨
さ
れ
て
き
た
歴
史
で
あ
る
。

そ
れ
は
近
代
で
分
離
さ
れ
て
い
る
宗
教
と
芸
術
を
再

縫
合
す
る
よ
う
な
声
の
あ
り
方
を
端
的
に
示
し
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
本
章
で
は
、仏
教
の
世
界
観
が
、

抽
象
的
観
念
的
な
レ
ベ
ル
で
な
く
、
声
に
よ
っ
て
具
現

化
し
、
思
想
と
成
り
得
て
い
る
こ
と
が
詳
細
に
論
じ
ら

れ
て
い
る
。

　

沖
本
幸
子
「
芸
能
の
声
―
遊
女
を
め
ぐ
っ
て
」（
第

五
章
）
で
は
、
平
安
時
代
の
若
い
女
性
の
声
に
焦
点
を

合
わ
せ
て
声
の
身
体
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
平
安

時
代
の
貴
族
に
と
っ
て
、「
可
能
な
限
り
「
生
身
」
を

隠
蔽
す
る
」
こ
と
が
「
尊
く
美
し
い
あ
り
方
」
で
あ
っ

た
な
か
で
、
声
は
「
生
身
」
を
露
呈
さ
せ
て
し
ま
う

存
在
で
あ
り
、
特
に
若
い
貴
族
の
女
性
に
と
っ
て
歌
う

こ
と
は
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
と
い
う
（
一
三
七
）。
す
な

わ
ち
歌
う
女
性
（
＝
歌
女
・
遊
女
）
の
「
声
技
」
は
エ

ロ
ス
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
（
一
四
三
―

一
四
六
）。さ
ら
に
沖
本
は
、音
色
を
評
価
す
る
際
の「
す

み
の
ぼ
る
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
、
美
声
が
神
仏
と

交
感
す
る
手
段
で
あ
り
、
さ
ら
に
死
を
招
く
と
も
考
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
美
声
ゆ
え

に
、
遊
女
は
「
タ
ブ
ー
を
超
越
す
る
存
在
」（
一
六
一
）

で
あ
っ
た
。
沖
本
は
芸
能
者
が
ど
の
よ
う
に
感
受
さ
れ

た
の
か
に
着
目
す
る
こ
と
で
、声
の
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
を
、

巧
み
に
史
料
か
ら
う
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
。

　

坪
井
秀
人「〈
電
話
す
る
女
〉の
声
」（
第
六
章
）で
は
、

本
書
の
な
か
で
複
製
さ
れ
た
声
を
扱
っ
た
唯
一
の
論

考
で
あ
る
。
現
代
で
は
電
話
は
親
密
か
つ
閉
じ
ら
れ
た

一
対
一
の
空
間
と
了
解
さ
れ
て
い
る
が
、
交
換
手
が
活

躍
し
て
い
た
時
代
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
坪
井
は
ま

ず
、ジ
ャ
ン・コ
ク
ト
ー
の
『
人
間
の
声
』
を
基
点
と
し
、

そ
の
変
奏
で
あ
る
ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ
の
映
画
版
、
プ
ー
ラ

ン
ク
の
モ
ノ
オ
ペ
ラ
版
、
さ
ら
に
コ
ク
ト
ー
を
意
識
し

て
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
メ
ノ
ッ
テ
ィ
の
オ
ペ
ラ
『
電

話
』
を
対
照
さ
せ
て
、
距
離
の
縮
滅
を
夢
見
た
は
ず
の

電
話
が
か
か
え
る
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

ア
イ
ロ
ニ
ー
を
描
き
出
す
。
さ
ら
に
坪
井
は
電
話
交
換

手
の
存
在
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
声
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
に
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つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
坪
井
は
、
近
代
に
お
け
る
声
と

複
製
の
関
係
す
ら
、
現
在
の
自
明
性
を
と
り
は
ら
っ
て

想
像
／
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
が
、
本
書
の
エ
ッ
セ
ン
ス
の
紹
介
で
あ
る
。
二

章
か
ら
六
章
の
各
論
考
は
、
一
章
・
鼎
談
の
コ
ン
セ
プ

ト
に
収
斂
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
声
」
と
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
も
と
に
、
み
ず
か
ら
の
研
究
領
域
か

ら
問
題
を
立
ち
上
げ
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
る
意
義
を
読
者

に
気
づ
か
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
記
述
で
あ
る
と

い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

帰
属
意
識
が
身
体
的
な
も
の
に
根
ざ
し
て
い
て
、
発

話
す
る
／
耳
を
傾
け
る
主
体
が
、
個
を
超
え
る
共
同
性

に
い
ざ
な
わ
れ
る
と
い
う
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
は
、
口
承

文
芸
研
究
に
と
っ
て
、
な
じ
み
に
く
い
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
語
り
が
何
か
し
ら
の
共
同
性
に
担

保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
、
口
承
文
芸
を
研
究

す
る
根
本
的
な
意
義
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い

い
。
し
か
し
な
が
ら
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本
書

が
、
前
近
代
的
な
共
同
性
を
追
求
す
る
こ
と
を
無
条
件

に
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
む

し
ろ
本
書
は
、
大
き
な
物
語
を
失
っ
た
社
会
が
小
さ
な

物
語
に
依
拠
し
な
が
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
に
の
み

こ
ま
れ
て
い
く
現
在
を
、
批
判
的
に
検
討
す
る
き
っ
か

け
が
、
生
活
に
根
ざ
し
た
身
体
や
声
に
あ
る
の
だ
と
い

う
呼
び
か
け
の
書
で
あ
る
。
身
体
・
声
へ
の
注
目
意
義

が
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
凌
駕
す
る
消

費
社
会
で
、
既
に
気
づ
か
れ
、
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
ふ
ま
え
て
、「
さ
あ
口
承
文
芸
研
究
は
ど
の
よ
う
に

何
を
論
じ
る
の
？
」
と
問
い
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
口
承
文
芸
研
究
が
本
書
か
ら
導
き
出
す
べ
き

論
点
と
は
何
か
。
個
別
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
本
書

の
各
部
分
か
ら
ひ
ろ
い
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
が
、
む
し
ろ
大
切
と
思
わ
れ
る
の
は
、
口
承
文
芸
研

究
全
体
に
お
い
て
共
有
さ
れ
る
べ
き
論
点
と
は
何
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
思

想
状
況
を
批
評
す
る
抽
象
度
の
高
い
議
論
と
、
事
例
分

析
（
二
章
か
ら
六
章
の
よ
う
な
）
を
架
橋
す
る
た
め
の

結
節
点
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

ひ
と
つ
は
、
口
承
文
芸
研
究
が
身
体
観
（
あ
る
い
は

身
体
感
覚
）
の
変
容
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
の

か
と
い
う
論
点
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
メ
デ
ィ

ア
史
を
補
助
線
と
し
な
が
ら
蓄
積
さ
れ
て
き
た
う
わ

さ
研
究
は
議
論
の
場
を
ひ
ら
く
先
達
と
な
り
う
る
だ

ろ
う
。
次
に
、近
代
に
お
け
る
知
識
人
と
民
衆
（
大
衆
）

の
関
係
を
問
い
直
す
領
域
と
し
て
「
声
」
の
思
想
史
を

設
定
し
て
い
く
方
向
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
口

承
文
芸
」
を
ま
な
ざ
し
て
き
た
採
集
・
研
究
の
視
線
を
、

も
う
一
度
、
身
体
を
か
か
え
た
思
想
と
実
践
の
歴
史
と

し
て
見
い
だ
し
て
い
く
方
向
性
で
あ
る
。
特
集
「〈
声
〉

の
採
集
者
列
伝　

聞
き
手
た
ち
の
時
代
」（
本
誌
三
〇

号
）な
ど
は
ひ
と
つ
の
入
り
口
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
三
つ
目
は
、
お
そ
ら
く
最
も
重
要
な
論
点
と
思

え
る
の
だ
が
、「
声
」
の
問
題
と
は
、
は
た
し
て
個
か

共
同
性
か
ど
ち
ら
か
一
方
の
文
脈
に
帰
属
す
る
も
の

な
の
か
、と
い
う
問
い
の
再
設
定
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

文
化
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
生
成
を
記
述
す
る
う
え
で
、

「
声
」
が
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
個

と
共
同
性
の
拮
抗
そ
の
も
の
を
記
述
す
る
方
法
論
・
文

体
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
は
そ

の
指
針
ま
で
は
与
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
読
者
に
投

げ
か
け
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。
身
体
の
加
重
を
か
け
ら

れ
た
「
声
」
の
矛
盾
に
耳
を
す
ま
す
作
法
と
は
ど
の
よ

う
に
自
覚
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
声
の
巻
』
は
、「
声
」
に
つ
い
て
思
考
す
る
者
の
知

的
好
奇
心
を
刺
激
し
続
け
る
だ
ろ
う
。
そ
の
点
に
お
い

て
、
本
書
は
、
今
後
の
口
承
文
芸
研
究
に
欠
か
せ
な
い

出
発
点
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
〇
〇
七
年
、
本
体
二
〇
〇
〇
円
、
春
秋
社
）

	
	

（
ま
な
べ
・
ま
さ
よ
し
／
大
阪
大
学
）


