
感
覚
に
対
す
る

「
指
示
」

重

田

謙

は
じ
め
に

私
た
ち
は
、
感
覚
に
関
す
る
語
句
、
例
え
ば
「
膝
の
痛
み
」
「
背
中
の
か
ゆ
み
」
「
足
の
裏
の
く
す
ぐ
っ
た
さ
」
と
い
っ
た
語
句
に
よ

そ
れ
を
感
じ
て
い
る
人
の
な
ん
ら
か
の
感
覚
を
指
示
し
て
い
る
、
と
ご
く
自
然
に
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ

ら
の
感
覚
を
因
果
連
鎖
の
鎖
の
ひ
と
つ
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
あ
る
人
が
歩
い
て
い
て
自
転
車
に
衝
突
し
、
腰
を
押

って、
さ
え
て
か
が
み
こ
む
。
そ
の
場
合
、
自
転
車
と
の
衝
突
と
い
う
出
来
事
が
原
因
で
、
特
定
の
部
位
に
痛
み
の
感
覚
が
生
起
し
、
痛
み
の

生
起
と
い
う
出
来
事
が
原
因
で
、
腰
を
押
さ
え
た
り
、
顔
を
し
か
め
た
り
と
い
っ
た
身
体
の
運
動
が
惹
き
起
こ
さ
れ
る
、
と
い
う
わ
け

(1) 

G
・
ピ
ッ
チ
ャ
ー
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
『
探
究
』
に
お
い
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
「
歯
痛
」
「
痛
み
」
と
い

で
あ
る
。
し
か
し
、

っ
た
語
が
、
人
が
経
験
す
る
感
覚
の
名
前
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
れ
を
指
示
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
主
張
が
正
し

け
れ
ば
、
感
覚
を
ひ
と
つ
の
項
と
し
て
含
む
因
果
連
聞
は
、
外
的
な
対
象
の
聞
に
成
立
す
る
因
果
連
関
と
同
じ
意
味
に
お
け
る
因
果
連

1 

関
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。



2 

本
稿
で
は
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
、

ピ
ッ
チ
ャ
ー
が
解
釈
す
る
と
こ
ろ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
見
解
を
、
特
に
感
覚
語
は
感

覚
の
名
前
で
も
な
く
感
覚
を
指
示
す
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
主
張
の
論
拠
に
焦
点
を
絞
っ
て
検
討
す
る
。
第
二
節
で
は
そ
れ
に
対
し
て

感
覚
語
の
感
覚
に
対
す
る
指
示
を
許
容
す
る
議
論
を
提
示
し
、

そ
れ
が
『
探
究
』
解
釈
と
し
て
も
ま
た
議
論
自
体
と
し
て
も
ピ
ッ
チ
ヤ

ー
の
議
論
よ
り
説
得
力
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
最
後
に
、

ク
リ
プ
キ
の
解
釈
に
よ
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
他
人
の
心

に
関
す
る
懐
疑
論
」
に
基
づ
い
て
、
第
二
節
で
提
示
さ
れ
た
議
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
感
覚
に
対
す
る
指
示
が
成
立
し
な
い
こ
と
を
一
不
し

た
い
と
思
う
。

言
語
的
行
動
主
義
者
の
主
張

(
2
)
 

ピ
ッ
チ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
デ
カ
ル
ト
主
義
的
理
論
を
支
え
る
次
の
三
つ
の
命
題
を
批
判
す
る
(
こ
の
三

つ
の
命
題
を
ピ
ッ
チ
ャ
ー
に
な
ら
っ
て
「

V
」
と
総
称
す
る
こ
と
に
す
る
)
。

(
3
)
 

①
一
「
歯
痛
」
「
痛
み
」
の
よ
う
な
語
は
、
瑛
末
で
は
な
い
意
味
に
お
い
て
宮
口
。
ロ
ー
可
町
三
回
目
的

B
R
人
々
が
と
き
と
し
て
経
験
す
る
感
覚
の

名
前
で
あ
る

②
一
私
が
誠
実
に
守
口
】
可
「
私
は
歯
痛
を
も
っ

H
E
4
0
E
C
F目
n
y
o」
あ
る
い
は
、
「
私
は
痛
い
目
白
B
E
E
-ロ
」
と
言
う
と
き
、
私
は
私
の

意
識
の
状
態
を
記
述
し
て
い
る

③
一
私
が
他
の
人
に
つ
い
て
「
彼
は
歯
痛
を
も
っ
」
あ
る
い
は
「
彼
は
痛
い
」
と
言
う
と
き
、
私
が
歯
痛
を
も
つ
あ
る
い
は
私
が
痛
い
と
き
に

私
が
も
つ
の
と
同
じ
種
類
の
感
覚
を
彼
が
経
験
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る

本
論
と
の
関
係
に
お
い
て
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、

V
の
系
と
し
て
の
次
の
よ
う
な
見
解
を
も
ま
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
否
定
し

て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。



V
一
「
痛
み
」
と
い
う
語
は
痛
ん
で
い
る
人
が
感
じ
て
い
る
ぎ
ょ
っ
と
す
る
よ
う
な
何
か

g
g
o忌
宮
m
E
m宮
P
】
を
、
公
共
的
に
観
察
可
能

な
も
の
の
た
め
の
語
が
そ
れ
ら
を
名
指
す
ロ
回
田
町
あ
る
い
は
指
示
す
る
品
。
低
唱
5
R
仕
方
と
た
と
え
か
な
り
隔
た
っ
て
い
る
に
し
て
も

{
4
)
 

048『

O
B
O
E可
似
た
仕
方
で
名
指
す
あ
る
い
は
指
示
す
る

こ
の

V
の
否
定
が
『
探
究
』
解
釈
と
し
て
、
さ
ら
に
議
論
そ
の
も
の
と
し
て
妥
当
で
あ
る
か
否
か
が
、
本
論
に
お
け
る
主
要
な
論
点
と
な

る
。
そ
の
点
の
詳
細
な
論
究
は
後
論
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、

ピ
ッ
チ
ャ
ー
が
解
釈
す
る
と
こ
ろ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
議
論
を
い
ま
少
し
追
う
こ
と
に
し
よ
う
。

感覚に対する「指示」

ま
ず
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
先
の

V
を
否
定
す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
ピ
ッ
チ
ャ
ー
に
よ
れ

ば
、
も
し

V
が
真
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
誰
も
他
の
人
が
痛
み
を
感
じ
て
い
る
か
い
な
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
デ
カ
ル

(5) 

ト
主
義
の
不
合
理
な
主
張
が
帰
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。

V
①
、
②
に
よ
れ
ば
、
私
は
自
分
の
心
の
中
で
生
起
す
る
特
定
の
感
覚
に
注
意

を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
感
覚
に
対
応
す
る
名
前
の
直
示
的
な
定
義
を
与
え
、
以
降
そ
れ
と
同
じ
種
類
の
感
覚
が
生
起
し
た
ら
そ

れ
を
同
じ
名
前
に
よ
っ
て
記
述
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に

V
③
を
前
提
す
れ
ば
、
私
以
外
の
他
人
に
つ
い
て
は
外
的

な
振
舞
の
類
似
性
な
ど
を
通
じ
て
、
自
分
と
同
じ
種
類
の
感
覚
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
自
分
自
身

の
感
覚
の
生
起
に
つ
い
て
知
る
よ
う
に
は
、
他
人
の
感
覚
の
生
起
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
の
で

あ
る
。
自
分
が
痛
み
を
感
じ
る
と
き
私
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
他
の
人
が
痛
み
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
私
は
信
じ
る
こ
と
し

3 

(
司
口
町

8
3
と
い
う
こ
の
描
像
を
「
デ
カ
ル
ト
主
義
的
描
像
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

ピ
ッ
チ
ャ
ー
は
以
上
の
よ
う
な
仕
方
で

V
の
否
定
を
導
く
の
で
あ
る
が
、
本
論
の
関
心
は
基
本
的
に

V
①
及
び

V
の
否
定
に
あ
る
の

の
議
論
を
こ
こ
で
検
討
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
そ

か
で
き
な
い

で
、
そ
れ
ら
の
テ
l
ゼ
の
否
定
を
直
接
根
拠
づ
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
『
探
究
』



4 

れ
は
有
名
な
「
箱
の
中
の
カ
ブ
ト
ム
シ
」

の
比
喰
を
用
い
た
第
二
九
三
節
の
叙
述
で
あ
る
。

「
全
て
の
人
が
、
そ
の
中
に
何
か
が
あ
る
箱
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
何
か
が
『
甲
虫
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
想
定
し
よ
う
。
誰
も
、
ほ
か
の
人

の
箱
の
中
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
し
て
全
て
の
人
が
、
自
分
は
自
分
の
甲
虫
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
甲
虫
が
な
ん
で
あ
る
か
を
知

る
、
と
言
う
|
|
こ
の
場
合
各
人
が
そ
の
箱
の
中
に
別
の
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
絶
、
ぇ

問
な
く
変
化
し
て
い
る
と
想
像
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
だ
ろ
う
。

l
l
し
か
し
こ
の
人
々
の
『
甲
虫
』
と
い
う
語
が
ひ
と
つ
の
使
用
を
も
っ
と

し
た
ら
ど
う
か
」
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
を
敷
桁
し
て
み
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
共
通
の
特
徴
を
も
っ
特
定
の
振
舞
い

{
う
め
き
、
叫
ぴ
、
顔

を
し
か
め
る
U

「
箱
」
)
を
通
じ
て
、
そ
れ
に
伴
う
感
覚
(
痛
み
H

「
箱
の
中
の
対
象
」
)
を
「
表
示
す
る
」
語
(
「
痛
み
」
日
「
甲
虫
」
)

の
使
用
を
学
ぶ
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
習
得
さ
れ
た
感
覚
語
、
例
え
ば
「
痛
み
」
は
、

そ
れ
が
帰
属
さ
れ
る
人
に
対
し
て
他
人
は
同
情

し
た
り
、
医
者
が
そ
れ
を
緩
和
し
よ
う
と
し
た
り
百
d
z
c
S
と
い
う
「
ひ
と
つ
の
使
用
」
を
も
っ
て
い
る
。
さ
て
そ
こ
で
、
各
人
は

そ
れ
ぞ
れ
一
貫
し
て
同
じ
種
類
の
感
覚
に
対
し
て
「
痛
み
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
が
感
じ
て
い
る
感
覚
の
性
質
は

全
く
異
な
っ
て
い
る
と
想
定
し
よ
う
(
各
人
が
箱
の
中
に
、
甲
虫
や
石
や
石
鹸
等
を
も
っ
て
い
る
;
:
:
)
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
異
な
っ
た

感
覚
は
、
共
通
の
特
徴
を
も
っ
た
表
出
(
う
め
き
、
叫
ぴ
等
)
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
痛
み
」
と
い
う
語
の
公
共
的
な
使
用

は
一
切
変
化
し
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
あ
る
個
人
が
「
痛
み
」
と
い
う
語
に
対
応
す
る
感
覚
を
記
憶
に
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

そ
の
都
度
変
化
し
て
い
る
感
覚
を
常
に
同
じ
感
覚
だ
と
信
じ
て
「
痛
み
」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
と
想
定
し
よ
う
百
口
m
N
己)。

し
か
し
、

そ
の
表
出
が
一
貫
し
て
共
通
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
限
り
や
は
り
「
痛
み
」
と
い
う
語
の
公
共
的
な
使
用
は
一
切
変
化
し
な

い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

公
共
的
・
外
的
な
対
象
の
場
合
、
事
情
は
全
く
異
な
る
。
複
数
の
対
象
の
種
類
の
異
同
に
応
じ
て
、
あ
る
い
は
、
同
一
の



対
象
が
変
化
す
る
か
し
な
い
か
に
応
じ
て
、
同
じ
名
前
が
使
用
さ
れ
た
り
、
異
な
っ
た
名
前
が
使
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
異
な
っ
た
名
前
、
例
え
ば
「
椅
子
」
と
「
本
」
は
そ
れ
ぞ
れ
非
常
に
異
な
っ
た
使
用
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
第
二

九
三
節
で
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

「
感
覚
に
関
す
る
表
現
の
文
法
を
、
『
対
象
と
表
示
∞

go-nFE口
問
』
の
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
て
構
成
す
る
場
合
、

と
し
て
考
察
か
ら
抜
け
落
ち
る
の
で
あ
る
」
。

対
象
は
不
適
切
な
も
の

こ
こ
で
「
考
察
か
ら
抜
け
落
ち
る
」
と
さ
れ
て
い
る
対
象
と
は
感
覚
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
感
覚
が
考
察
か
ら
抜
け
落
ち
る
わ
け

感覚に対する「指示J

で
あ
る
か
ら
、

V
①
及
び

V
は
明
ら
か
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
立
場
は
、
感
覚
を
振
舞
や
振
舞
の
傾
向
性
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
行
動
主
義
者
と
は
明

確
に
区
別
さ
れ
る
。
例
え
ば
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
痛
み
を
伴
な
う
痛
み
の
振
舞
と
痛
み
を
伴
な
わ
な
い
痛
み
の
振
舞
と
の
相

違
ほ
ど
大
き
な
相
違
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
(
司
巴

m
g
c。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
あ
る
人
が
痛
み
を
感
じ
て
い
る
と
き
、

(6) 

そ
し
て
お
そ
ら
く
い
つ
も
(
痛
み
の
振
舞
に
伴
な
う
)
ギ
ヨ
ツ
と
す
る
よ
う
な
何
か
を
感
じ
て
い
る
」
と
い

彼
は
非
常
に
し
ば
し
ば
、

う
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
私
的
で
内
的
な
出
来
事
の
存
在
を
前
提
し
た
う
え
で
、

ピ
ッ
チ
ャ
ー
の
解
釈
す
る
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

「
私
た
ち
が
、
『
痛
み
』
と
い
う
語
と
と
も
に
営
む
数
多
く
の
言
語
ゲ
l
ム
に
お
い
て
、
私
的
な
感
覚
は
い
か
な
る
役
割
も
演
じ
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
例
え
ば
『
木
』
が
そ
の
種
類
の
対
象
を
表
示
す
る
骨
ロ
O
R
仕
方
と
少
し
で
も
似
た
仕
方
で
、
『
痛
み
』
は
私
的
な
感
覚
を
表
示
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
痛
み
の
言
語
ゲ
l
ム
に
お
い
て
役
割
を
果
た
す
の
は
痛
み
の
振
舞
い
(
中
略
)
と
痛
み
を
慰
め
る
振
舞
い
、
子
短
に
一
言
う

(
7
)
 

な
ら
ば
『
痛
み
』
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
る
外
的
な
状
況
で
あ
る
」
。

5 

つ
ま
り

ピ
ッ
チ
ャ
ー
の
解
釈
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は

一
方
で
感
覚
の
存
在
を
認
め
つ
つ
、
他
方
で
は
い
か
な
る
言
語
に



6 

も
、
そ
の
よ
う
な
感
覚
に
対
す
る
名
前
は
存
在
し
な
い
し
ま
た
存
在
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、

と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私

た
ち
が
そ
れ
に
対
し
て
、
決
し
て
名
前
で
は
な
い
語
を
も
っ
と
こ
ろ
の
感
覚
と
は
、
感
覚
を
も
っ
人
々
の
振
舞
と
彼
ら
に
対
す
る
他
の

人
々
の
振
舞
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

A
・
ド
ナ
ギ
ャ
ン
は
、
ピ
ッ
チ
ャ
ー
が
解
釈
す
る
以
上
の
よ
う
な
ウ

(
8
)
 

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
立
場
を
、
通
常
の
行
動
主
義
者
と
区
別
し
て
、
「
言
語
的
行
動
主
義
者
」
と
名
付
け
て
い
る
。

(9) 

感
覚
に
対
す
る
指
示
を
許
容
す
る
説

ピ
ッ
チ
ャ
ー
に
よ
る
解
釈
の
問
題
点
の
ひ
と
つ
は
、

(
日
)

「
そ
の
場
合
、
そ
の
語
[
『
甲
虫
』
と
い
う
一
誌
巴
は
あ
る
も
の
の
表
示
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
箱
の
中
の
も
の
は
言
語
ゲ
l
ム
に
属
さ
な
い
。
な

に
か
と
し
て
さ
え
。
と
い
う
の
も
箱
は
空
っ
ぽ
で
も
あ
り
う
る
の
だ
か
ら
。

l
l
そ
う
で
は
な
い
。
箱
の
中
の
も
の
は
『
短
絡
さ
れ
宮
町
民
N
丹

羽

R
己
巾
ロ
』
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
ん
で
あ
れ
そ
れ
は
消
え
去
る
包
円
げ
者
巾
肉
}5σ
自
の
で
あ
る
」
。

第
二
九
三
節
の
結
論
部
分
の
直
前
の
叙
述
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
箇
所
の
前
半
部
分
は
、

明
ら
か
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
見
解
で
は
な
く
、
彼
が
批
判
す
る
想
定
上
の
対
話
者
の
そ
れ

そ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
前
半
部
分
の
議
論
こ
そ
が
、
ピ
ッ
チ
ャ
ー
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
帰
属
す
る
見

(
日
)

解
と
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
半
部
分
の
主
張
全
体
が
、
「
そ
う
で
は
な
い
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て

否
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
見
解
は
次
の
よ
う
に
述
べ
直
す
べ
き
だ
ろ
う
。
「
感
覚
語

で
あ
る
。
問
題
は
、

ま
た
感
覚
は
言
語
ゲ

l
ム
に
属
し
て
い
る
、
た
だ
し
、
感
覚
は
『
短
絡
さ
れ
』
う
る
の
で
あ
る
」
と
。

(ロ)

さ
ら
に
ヒ
ン
テ
ィ
カ
が
正
当
に
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
第
二
九
三
節
の
結
論
部
分
は
「
感
覚
に
関
す
る
表
現
の
文
法
を
、
『
対
象
と

の
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
て
構
成
す
る
場
合
、
対
象
は
不
適
切
な
も
の
と
し
て
考
察
か
ら
抜
け
落
ち
る
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ

は
あ
る
も
の
の
表
示
で
あ
り
、

表
示
』



が
条
件
法
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ヒ
ン
テ
ィ
カ
の
指
摘
に
注
意
を
払
う
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
主

張
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
対
象
と
し
て
の
感
覚
が
考
察
か
ら
抜
け
落
ち
る
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
、
感
覚
に
関
す

る
表
現
の
文
法
を
「
対
象
と
表
示
」
の
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
て
構
成
す
る
べ
き
で
は
な
い
」
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
前
件
は
感
覚
に
つ

い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
ご
く
自
然
な
見
解
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
以
上
で
指
摘
し
た
解
釈
と
整
合
的
な
議
論
を
提
示
し
た
い
と
思
う
。
公
共
的
・
外
的
な
対
象
、
例
え
ば
椅
子
と
そ
れ
に

対
す
る
名
前
「
椅
子
」
と
の
関
係
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
公
共
的
・
外
的
な
対
象
が
も
っ
諸
々
の

感覚に対する「指示」

性
質
、
及
び
そ
の
性
質
に
基
づ
い
て
そ
の
対
象
が
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
お
い
て
果
た
す
機
能
に
よ
っ
て
、

そ
れ
に
対
応
す
る
語
の
使
用

は
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
意
味
H

語
の
使
用
」
説
(
句
巴
主
ω)
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
対
象
の
性
質
と
そ
れ
に
基
づ
く
対

象
の
機
能
が
そ
れ
に
対
応
す
る
語
の
意
味
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
公
共
的
・
外
的
対
象
に
対
応
す
る
語
に
は
同
じ
種
類
の
性

質
を
も
っ
対
象
を
指
示
す
る
と
い
う
機
能
が
あ
る
。

感
覚
の
場
合
に
は
事
情
は
異
な
っ
て
い
る
。
先
に
見
た
通
り
感
覚
そ
の
も
の
の
性
質
に
よ
っ
て
、
感
覚
に
対
す
る
語
の
使
用
は
規
定

さ
れ
な
い
。

む
し
ろ
、
感
覚
の
表
出
と
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
お
い
て
果
た
す
機
能
が
感
覚
語
の
使
用
つ
ま
り
そ
の
意
味
を
規
定

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
感
覚
語
は
同
じ
種
類
の
性
質
を
も
っ
感
覚
を
指
示
す
る
と
い
う
機
能
を
も
ち
え
な
い
。
各
人
の
感
覚
が

全
く
異
な
っ
た
性
質
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
感
覚
の
表
出
が
同
一
種
類
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
同
じ
感
覚
語
が
用
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

対
象
と
表
示
の
モ
デ
ル
に
従
う
な
ら
ば
、
こ
こ
で
も
感
覚
語
は
感
覚
の
表
出
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
「
感
覚
に
関
す

る
表
現
の
文
法
を
、
『
対
象
と
表
示
』
の
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
て
構
成
す
る
場
合
、
対
象
は
不
適
切
な
も
の
と
し
て
考
察
か
ら
抜
け
落
ち

7 

る
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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た
し
か
に
、
感
覚
は
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
そ
れ
に
対
応
す
る
語
の
使
用
・
意
味
を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
こ

と
か
ら
、
感
覚
語
が
、
共
通
の
振
舞
に
伴
う
感
覚

i
ー
そ
の
感
覚
は
各
人
で
、
ま
た
個
人
で
も
つ
ど
異
な
っ
た
性
質
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
|
を
指
示
し
て
い
る
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、
感
覚
語
に
よ
る
そ
の
よ
う
な
指

感
覚
語
が

一不

l
l
感
覚
の
表
出
が
共
通
の
特
徴
を
も
っ
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
表
出
に
伴
う
感
覚
の
性
質
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
同
一
の

(
感
覚
の
表
出
で
は
な
く
)
感
覚
そ
の
も
の
を
指
示
す
る
1
ー
を
「
S
指
示
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

感
覚
が
考
察
か
ら
抜
け
落
ち
る
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
、
対
象
と
表
示
の
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
て
感
覚
の
文
法
を
構
成
す
べ
き
で
は
な

い
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
感
覚
の
文
法
に
固
有
の

S
指
示
と
い
う
機
能
を
認
め
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
「
感
覚
語
は
あ
る

も
の
の
表
示
で
あ
り
、
ま
た
感
覚
は
言
語
ゲ

l
ム
に
属
し
て
い
る
」
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し

S
指
示
に
よ
っ
て
指

示
さ
れ
る
感
覚
そ
の
も
の
の
性
質
は
感
覚
語
の
使
用
・
意
味
に
は
い
か
な
る
影
響
も
与
え
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
感
覚
は
言
語
ゲ

ー
ム
に
お
い
て
「
短
絡
さ
れ
う
る
」

の
で
あ
る
。

ピ
ッ
チ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、

V
①
を
含
む

V
と
そ
の
系
と
し
て
の

V
が
否
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
か
ら
デ
カ
ル
ト
主
義
的
描
像
が
帰
結
す

る
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
仮
に
感
覚
語
に

S
指
示
の
機
能
を
認
め
た
と
し
て
も
そ
こ
か
ら
デ
カ
ル
ト
主
義
的
描
像
が
帰
結
す
る
こ

と
は
な
い
。
と
い
う
の
は
そ
の
場
合
で
も
、
感
覚
語
の
使
用
・
意
味
を
規
定
す
る
の
は
あ
く
ま
で
感
覚
の
表
出
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て

わ
れ
わ
れ
は
他
の
人
が
あ
る
感
覚
を
も
つ
こ
と
を
知
る
こ
と
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
感
覚
語
に

S
指
示
を
認
め
る
こ
と
は
、
わ

れ
わ
れ
が
第
一
節
で

V
①
と

V
を
否
定
す
る
論
拠
と
し
て
取
り
あ
げ
た
「
箱
の
中
の
甲
虫
」
に
ま
つ
わ
る
考
察
と
も
両
立
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
お
い
て
は
、
感
覚
語
に

S
指
示
の
機
能
を
認
め
る
こ
と
に
理
論
上
の
困
難
は
存
在
し
な
い
。

ま
た
、
先
に
見
た
通
り
た
ん
に
『
探
究
」
解
釈
の
整
合
性
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
も
、
感
覚
語
に

S
指
示
の
機
能
を
認
め
る
議
論
の
ほ



う
が
よ
り
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
そ
の
場
合
、
感
覚
語
が
用
い
ら
れ
る
と
き
そ
れ
は
あ
る
人
が
感
じ
て
い
る
そ

の
感
覚
を
指
示
し
て
い
る
と
い
う
ご
く
自
然
な
直
観
が
擁
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
で
ピ
ッ
チ
ャ
ー
の
解
釈
す
る
言
語
的
行
動
主
義
者
の
立
場
よ
り
も
、
議
論
上
、
解
釈
上
よ
り
妥
当
な
、
感
覚
に
関
す
る
見
解
を

ひ
と
ま
ず
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
次
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
が
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
困
難
を
示
し
た
い
と
思
う
。

感
覚
の
言
語
ゲ
l
ム
の
特
異
性

感覚に対する「指示」

そ
の
困
難
を
提
示
す
る
に
先
だ
っ
て
、
ま
ず
、
感
覚
を
「
『
甲
虫
』
と
呼
ば
れ
る
箱
の
中
の
対
象
」
と
正
確
に
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ

ど
の
よ
う
に
し
て
箱
の
中
の
対
象
に
対
す
る
指
示
が
成
立
す
る
の
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

そ
の
場
合
、

る
と
仮
定
し
て
、

い
ま
、
私

の
箱
の
中
に
、
通
常
「
甲
虫
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
昆
虫
が
入
っ
て
い
る
と
す
る
。
私
の
箱
の
中
の
対
象
に
対
す
る
指
示
は
、
私
自
身
に

と
っ
て
は
外
的
・
公
共
的
な
対
象
に
対
す
る
指
示
と
同
様
の
仕
方
で
成
立
し
て
い
る
と
言
え
る
。
箱
の
中
の
対
象
は
私
自
身
に
と
っ
て

は
隠
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
で
は
、
私
が
覗
く
こ
と
が
で
き
な
い
他
の
人
の
箱
の
中
の
対
象
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ

ろ
、
っ
か
。

仮
に
、
感
覚
(
箱
の
中
の
対
象
)
と
感
覚
語
(
「
甲
虫
」
)
と
の
関
係
が
「
対
象
と
表
示
」
と
同
様
の
関
係
で
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
の

場
合
、

一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
私
は
、
自
分
の
箱
の
中
に
い
る
甲
虫
か
ら
、
私
の
箱
の
中
に
あ
る
と
い
う
性
質

を
捨
象
し
た
甲
虫
一
般
の
概
念
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

そ
の
概
念
に
基
づ
い
て
「
彼
の
甲
虫
」

つ
ま
り
彼
の
箱
の
中

に
い
る
甲
虫
を
想
像
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
彼
の
箱
の
中
の
対
象
が
、
私
が
形
成
し
た
甲
虫
の
概
念
に
一
致
す
る
場
合
、

9 

「
彼
は
甲
虫
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
私
の
言
明
は
真
と
な
り
、

こ
の
言
明
に
含
ま
れ
る
「
甲
虫
」
と
い
う
語
に
よ
る
彼
の
箱
の
中
の
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対
象
へ
の
指
示
が
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
前
提
に
よ
り
私
は
彼
の
箱
の
中
の
対
象
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
私
に
は
、
彼
は
甲
虫
を
も
っ
て
い
る
と
信
じ
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
「
甲
虫
」
と
い
う
語
に
よ
る
指
示
に
つ
い
て
も
そ
れ
を
信

(
日
)

じ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
少
な
く
と
も
指
示
の
成
立
を
信
じ
る
こ
と
は
で
き
る
と
い
う
点

で
あ
る
。

で
は
次
に
、
感
覚
と
感
覚
語
の
関
係
が
前
節
で
見
た

S
指
示
の
関
係
に
あ
る
と
想
定
し
よ
う
。

S
指
示
と
は
、
あ
る
感
覚
の
表
出
が

共
通
の
特
徴
を
も
っ
限
り
に
お
い
て
、
経
験
さ
れ
て
い
る
感
覚
の
性
質
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
そ
の
感
覚
を
指
示
す
る
、

と
い
、
っ

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
は
感
覚
の
表
出
で
あ
り
、

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
考
察
に
お
け
る
「
箱
」
に
対
応
し
て
い
る
。

こ
の
場
合
私
は
、
私
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
捨
象
し
た
箱
一
般
の
概
念
、
及
ぴ
私
の
箱
の
中
に
あ
る
と
い
う
性
質
を
捨
象
し
た

甲
虫
一
般
の
概
念
を
形
成
す
る
。
そ
の
概
念
に
基
づ
い
て
「
彼
の
甲
虫
」
す
な
わ
ち
「
彼
の
箱
の
中
の
甲
虫
」
を
想
像
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。
こ
の
場
合
私
は
、
彼
の
箱
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
が
形
成
し
た
箱
の
概
念
が
彼
の
箱
に
適
用
で
き
る

か
ど
う
か
を
容
易
に
判
断
で
き
る
。
そ
れ
が
適
用
で
き
る
場
合
、
私
に
よ
る
「
彼
は
甲
虫
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
言
明
は
真
と
な
り
、

「
甲
虫
」
と
い
う
語
に
よ
る
彼
の
箱
の
中
の
対
象
へ
の

S
指
示
が
成
立
す
る
。
こ
の
場
合
私
が
形
成
し
た
甲
虫
の
概
念
が
彼
の
箱
の
中

の
対
象
と
一
致
す
る
か
い
な
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
箱
の
概
念
が
彼
の
箱
に
適
用
で
き
る
限
り
に
お
い
て
、
私
が
形
成
し
た
甲
虫
の

概
念
に
一
致
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
す
る
彼
の
箱
の
中
の
対
象
が
、
「
甲
虫
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
感
覚
を
「
甲
虫
」
と
呼
ば
れ
る
箱
の
中
の
対
象
と
正
確
に
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
仮
定
し
て
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、

次
に
そ
の
仮
定
を
外
し
て
現
実
の
感
覚
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
自
身
や
他
人
の
振
舞
の
観
察
に
基
づ

い
て
、
「
痛
み
の
振
舞
」
と
い
う
一
般
的
概
念
を
形
成
で
き
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身



も
痛
み
の
振
舞
の
像
思
E
あ
る
い
は
範
型
司

m
E巳
紅
白
山
は
言
語
ゲ

l
ム
に
属
す
と
述
べ
て
い
る
(
可
己
申
告
。
)
。
一
方
で
、
ク
リ
プ
キ

(
U
}
 

の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
自
分
自
身
の
痛
み
に
基
づ
い
て
他
の
人
に
も
適
用
可
能
な
「
痛
み
」
の
一
般
的
概
念

(
日
)

を
形
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
こ
う
だ
。

私
が
特
定
の
感
覚
例
え
ば
歯
痛
に
注
意
を
集
中
し
そ
の
質
的
特
性
に
つ
い
て
観
察
し
、

し
か
る
べ
き
抽
象
を
お
こ
な
え
ば
、
そ
れ
に

(
団
)

基
づ
い
て
そ
の
後
に
生
起
す
る
歯
痛
を
再
認
す
る
た
め
に
必
要
な
概
念
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
こ
で
形
成
さ
れ

た
概
念
か
ら
一
体
何
を
抽
象
す
れ
ば
、
他
の
人
に
も
適
用
で
き
る
「
痛
み
」

の
一
般
的
概
念
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
想
定

感覚に対する「指示J

さ
れ
る
答
え
は
「
『
私
が
感
じ
る
歯
痛
』
と
い
う
概
念
か
ら
、
『
私
』
(
あ
る
い
は
「
自
己
』
「
私
の
心
』
)
と
い
う
概
念
と
、
そ
れ
と
歯
痛

と
の
聞
に
成
立
し
て
い
る
『
感
じ
る
』
と
い
う
概
念
を
抽
象
す
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
「
私
」
あ
る
い

は
「
感
じ
る
」
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
概
念
な
の
だ
ろ
う
か
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ヒ
ュ

l
ム
と
と
も
に
、

(口)

と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
そ

こ
で
抽
象
さ
れ
る
べ
き
「
私
」
「
感
じ
る
」
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
い
な
い
、

そ
の
主
張
は
帰
謬
的
に
論
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
仮
に
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
で
抽
象
さ
れ
る
べ
き
「
私
」
と
か
「
感
じ
る
」
と
い

う
概
念
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
「
私
が
感
じ
る
痛
み
」
か
ら
そ
れ
ら
を
抽
象
す
れ
ば
「
痛
み
」
と
い
う
一
般
的
概
念
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、

そ
も
そ
も
誰
に
も
感
じ
ら
れ
て
い
な
い
「
痛
み
」
と
は
不
合
理
な
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
に
は

そ
こ
で
抽
象
さ
れ
る
べ
き
「
私
」
と
か
「
感
じ
る
」
と
い
う
概
念
を
も
つ
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
主
張
が
正
し
い
と
す

る
な
ら
ば
、
私
自
身
の
痛
み
を
モ
デ
ル
に
し
て
「
彼
の
痛
み
」
と
い
う
概
念
を
形
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
ま

ず
、
私
の
痛
み
か
ら
痛
み
の
一
般
的
概
念
を
形
成
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

11 

以
上
の
論
点
を
ふ
ま
え
て
、
他
の
人
の
痛
み
に
対
す
る
指
示
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
私
は
痛
み
の
振
舞
の
一
般
的
概
念
を
も
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っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
他
の
人
の
振
舞
に
そ
の
概
念
が
適
用
で
き
る
か
い
な
か
を
判
断
で
き
る
。
「
甲
虫
」
の
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
他
の

人
に
痛
み
の
振
舞
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
彼
が
感
じ
て
い
る
感
覚
が
私
の
痛
み
の
概
念
に
一
致
し
よ
う
と
し
ま
い
と
、
彼
の

感
じ
て
い
る
当
の
感
覚
が
「
痛
み
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て

S
指
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
、
私
の
痛
み
を
モ
デ
ル
に
し
て

彼
の
痛
み
と
い
う
概
念
を
形
成
で
き
な
い
以
上
、
彼
の
感
覚
と
い
う
概
念
も
ま
た
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

場
合
に
可
能
な
の
は
、
彼
の
痛
み
の
振
舞
の
背
後
に
あ
る
私
の
感
覚
を
指
示
す
る
と
い
う
想
定
だ
け
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
私
自
身
の
感
覚
以
外
の
も
の
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
彼
の
痛
み
と
い
う
概
念
を
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
自
身
の
感
覚
を
モ
デ
ル
に
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
残
さ
れ
る
の
は
私
と
は
独
立
の
存
在
者
、

つ
ま
り
甲
虫
の
よ
う
な
対
象
を
モ
デ

ル
に
す
る
ほ
か
な
い
。

つ
ま
り
、
彼
の
痛
み
と
い
う
概
念
を
彼
の
甲
虫
と
い
う
概
念
と
同
質
の
も
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
想
定
は
、
誰
に
も
属
さ
な
い
一
般
的
な
甲
虫
の
概
念
を
形
成
で
き
る
の
と
同
じ
仕
方
で
、
誰
に
も
属
さ
な
い
痛
み
と
い
う
概
念
を

形
成
で
き
る
、

と
い
う
こ
と
を
合
意
す
る
。
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
の
感
覚
を
モ
デ
ル
に
し
て
他
人
の
感
覚
と
い
う
概
念
を
形
成
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

一
方
、
自
分
自
身
の
感
覚
で
は
な
く
、
自
分
と
は
独
立
の
な
ん
ら
か
の
対
象
を
モ
デ
ル
に
す
る
な
ら
ば
、
他
人
の

感
覚
と
い
う
概
念
は
形
成
で
き
る
が
、

そ
の
場
合
に
形
成
さ
れ
る
概
念
は
誤
り
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
自
分
自
身
の
感
覚
を
モ
デ
ル

に
し
て
誰
に
も
属
さ
な
い
感
覚
と
い
う
一
般
的
な
概
念
を
形
成
で
き
る
、

と
い
う
誤
っ
た
主
張
が
帰
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。

一
般
に
何
か
を
モ
デ
ル
に
し
て
形
成
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
概
念
は
、

そ
の
概
念
に
よ
っ
て
何
か
を
指
示
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
そ
の
概
念
に
は
そ
れ
に
対
応
す
る
モ
デ
ル
が
そ
も
そ
も
存
在
し
え
な
い
の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て
「
彼

(
問
)

の
感
覚
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
指
示
が
成
立
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。



第
二
節
で
、
わ
れ
わ
れ
は
感
覚
に
対
す
る
指
示
を
維
持
す
る
た
め
に

S
指
示
と
い
う
装
置
を
案
出
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
が
有
効
に

機
能
す
る
の
は
感
覚
を
「
箱
の
中
の
甲
虫
」
と
正
確
に
同
質
の
も
の
だ
と
想
定
す
る
場
合
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
想
定

は
先
に
見
た
通
り
感
覚
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
主
張
を
合
意
す
る
。
そ
の
誤
り
を
回
避
す
る
に
は
感
覚
語
に
よ
る
感
覚
の
指
示
と
い
う
考

(
四
)

え
方
を
わ
れ
わ
れ
は
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

感覚に対する「指示j

註
昌吉ウ
00 L→ J 
，j:>. ・・ 1 
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沼て
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由。
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(
1
)
 

(
2
)
 

(3) 

13 

。
?
の
-
H
V
F
n
y
R
I
M
-
F町
、
』
に
NOMCも』甘い官。
L
『

sd.一円伎町注目許町民
Sw
開
ロ
区
内
者
。
。
仏
の
に
ほ
由
w]戸
由
主
-

Hσ
円仏
-
w
H
Y
M∞印・

ピ
ッ
チ
ャ
ー
の
議
論
か
ら
判
断
す
る
と
、
「
噴
末
で
は
な
い
意
味
」
に
お
け
る
名
前
と
は
公
共
的
に
観
察
可
能
な
対
象
に
対
す
る
名
前

と
本
質
的
に
同
じ
性
質
を
も
っ
て
い
る
名
前
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
4
)

司
x
n
F
O
H
U
H
)
-
N双山・

(
5
)

例
え
ば
大
人
が
子
供
に
痛
み
と
い
う
語
を
教
え
る
場
合
、
大
人
は
子
供
が
痛
み
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
し
、
知
っ
て
い

な
け
れ
ば
、
そ
の
語
を
子
供
に
教
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

(
6
)
H
V芹
n
y
o
F
H】
-NmMMW・

(
7
)
H
E
P
-
U℃
-
M
U
∞
呂
由

(
8
)
Q
J
〉

-ucsm同
P
E
巧
宮
間
巾
5
8
E
Cロ

ω
B印
即
位
。
ロ
J

E

の
-
E円n
F
R
E
-
-
翠
.
荷
阻
ま
芯
刊
誌
~M2bhHνhs.
宮口三一
H.hkNNE
足
伯
母
b
l

HN.。
芯
針
。
。
ロ
σ
-
o仏国一ア]戸
U
A山
市

y
u
-
ω
N申・
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(9)

こ
の
節
で
展
開
さ
れ
る
批
判
は
、
主
に
〉
・

0
0ロ
白
内
同
p
o
℃
・
巳
7
冨
・
同
町
民
E
内
出
自
門
こ
・
国
z
z
w
w
p
h
s
巴
町
民
合
ね
た
お
句
司
N
q
h
n
s
a
m
R

∞
印
田
町
}
巴
出
品
調
巾
]
]
噌
邑
∞
少
河
-
M
向
。
ュ
F

2

4

百
円
仲
間
巾
E
E
P
H
J
E
Z
m
m
円
四
〉
円
円
。
印
印
山
口
仏
円
ロ

8
5
5
5片
山
E
-
q
J
A
S
3
.
S

誌、
FNベ
9

8』
甲
』
叫

S
N
C
S
ミ
ミ
守
で
之
内
包
吋
0

・
の
議
論
か
ら
多
大
な
示
唆
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
議
論
の
内
容
は
彼
等
の
も
の
と
は
そ
れ
ぞ

れ
微
妙
に
異
な
っ
て
お
り
、
誰
に
も
そ
の
、
主
張
を
帰
属
で
き
る
種
類
の
も
の
で
は
な
い
。

(
叩
)
こ
こ
で
「
そ
の
誇
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
、
原
文
で
は
a
q
w
で
あ
る
。
文
法
的
に
は
が
円
唱
が
指
示
す
る
の
は
正
ロ
自
の
め
ぴ
E
R
V
W

と
解
釈
す
る
の
が
正
確
だ
が
、
文
脈
か
ら
「
そ
の
語
」
を
指
示
し
て
い
る
と
み
な
す
の
が
妥
当
で
あ
る
と
判
断
し
、
こ
の
訳
語
を
あ
て

た。

(日
)

(

U

同・十旦丹円Fo--・円yM∞∞・

(
ロ
)
(
以
-
w
冨
・
出
向
口
氏
E
S
出
口
巳
』
出
目
白
色
w
r
白
w
u
u
-
N
S
l
N
臼
・

(
日
)
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
モ
デ
ル
は
、
デ
カ
ル
ト
主
義
的
描
像
に
正
確
に
対
応
し
て
い
る
。

(

H

γ

(

門Qリ凶同戸?.」
.ω.
〉.阿閃内吋ユ山ザ匂}r内巾少w¥¥風去

4偽暗句2。印丘同
ω円Q包吋ユ
~f宮℃宮門汁一」巧弓山宮門芹丹肉哲巾
g口5印芯E目宮ロ白ロ包己。門§『巾q『冨-宮ロ邑己円弓.ヨ二w」目Eロ
$5、JH.H母符町
s誌的器母札
§s。

s芯~勾F~応N芯ミ恥に~宮
8sh丸片

l

、一

出由問可
2〈白吋丘仏.邑∞MWUH)・ロhl品目・

(
日
)
H
E
a
-
-
u
u
・

5
品l印・

(
凶
)
こ
の
よ
う
な
通
俗
的
な
見
解
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
私
的
言
語
論
に
よ
っ
て
批
判
の
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
幾
度
か
本
文
中
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
「
概
念
の
形
成
」
に
つ
い
て
の
見
解
も
ま
た
、
彼
の
規
則
を

巡
る
議
論
の
批
判
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
点
は
本
節
の
議
論
に
と
っ
て
は
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

仮
に
そ
の
よ
う
な
見
解
を
容
認
し
た
と
し
て
も
、
感
覚
の
場
合
に
は
そ
れ
固
有
の
困
難
が
生
ず
る
こ
と
を
示
す
の
が
こ
こ
で
の
目
的
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
口
)
無
論
わ
れ
わ
れ
は
、
「
私
」
と
か
「
感
じ
る
」
と
い
う
語
を
有
意
義
に
使
用
で
き
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
そ
の
概
念
を
も
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
私
の
痛
み
を
モ
デ
ル
に
し
て
痛
み
の
一
般
的
概
念
を
形
成
す
る
場
合
に
必
要
な
「
私
」
と
か
「
感

じ
る
」
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
少
な
く
と
も
「
私
」
の
場
合
に
は
感
覚
に
対
す
る
指
示
は
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
か
も
し
れ
な

18 



ぃ
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
例
え
ば
次
の
よ
う
な
困
難
が
生
じ
る
。
私
が
感
覚
語
に
よ
っ
て
自
分
の
感
覚
を
指
示
し
て
い
る

と
し
よ
う
。
私
と
そ
れ
以
外
の
人
は
、
私
の
痛
み
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
同
じ
痛
み
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
一
方
で
私
に
よ
る
「
私

の
痛
み
」
と
い
う
語
は
私
の
痛
み
を
指
示
し
て
お
り
、
他
方
で
、
私
以
外
の
他
の
人
に
よ
る
「
彼
の
痛
み
」
と
い
う
語
は
私
の
痛
み
を

指
示
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
は
同
じ
事
柄
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
矛
盾
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

(
凹
)
わ
れ
わ
れ
が
至
っ
た
結
論
は
、
少
な
く
と
も

V
の
否
定
に
つ
い
て
は
第
一
節
の
言
語
的
行
動
、
玉
義
者
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
こ
に
至
る
論
証
過
程
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
点
に
留
意
さ
れ
た
い
。
言
語
的
行
動
主
義
の
主
張
は
甲
虫
の
考
察
を
経
る
だ
け

で
足
り
た
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
至
っ
た
結
論
は
、
甲
虫
の
例
を
根
本
的
に
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(
大
学
院
後
期
課
程
学
生
)

感覚に対する「指示J15 
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SUMMARY 

'Reference' to Sensation 
Ken SHIGETA 

We seem to take it for granted that words for sensations refer to 

the sensations that a certain person experiences. Based on Wittgen

stein's discussion on sensations, this thesis aims at rejecting such a 

common view and proving that reference to sensations is impossible. 
G. Pitcher construes Wittgenstein as a highly sophisticated 

behaviorist -linguistic behaviorist -. According to Pitcher, although 

he acknowledged that private and inner sensations exist, Wittgenstein 

asserted that words for sensations such as "toothache" do not refer to 
them. This claim is the same one as we attempt to demonstrate in this 

thesis. 
However, the proof that Pitcher ascribes to Wittgenstein is insuf

ficient to come to this conclusion, given that it is possible to construct 
a theory of sensation which enables such words to refer to sensations 
and is compatible with the argument that Pitcher depends upon in 
order to show that reference to sensations is impossible. The theory is 
based on admitting a function peculiar to words for sensations. The 
function is: so far as the expression or behavior of a sensation is 
common to those who use the word for the sensation, it refers to the 
sensation which accompanies the expression or behavior, regardless of 
the quality of the sensation each person experiences privately. In this 
thesis, the function is called the "S-reference". 

Nevertheless, even if such a function is conferred on words for 
sensations, they still cannot refer to sensations, due to the fundamental 
and essential property of sensations. The property is, in short, that a 

person cannot imagine an other's sensation after the model of his own 
sensation. It is the solipsistic view that Wittgenstein consistently had 
held on to since his earliest works. 




