
19 経験の記述は、なぜ批判的なのか

は
じ
め
に

本
論
で
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
に
投
げ
か
ら
れ
て
き
た
批
判
に
応
え
る
な

か
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
企
画
時
に
課
せ
ら
れ
た
「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
ど
う

い
う
点
で
重
要
か
」（
と
り
わ
け
倫
理
学
的
な
意
義
を
中
心
に
）
と
い
う
問
い
に

取
り
組
む
。
具
体
的
に
は
、「
女
性
」
の
経
験
を
記
述
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象

学
が
、
経
験
を
疑
い
よ
う
の
な
い
明
証
と
み
な
し
た
り
、
本
質
主
義
に
陥
っ
た
り

す
る
こ
と
な
く
、
い
か
に
し
て
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
対
し
て
批
判
的
た
り

う
る
の
か
を
考
察
す
る
。
こ
う
し
た
考
察
を
通
し
て
、
最
終
的
に
は
、
フ
ェ
ミ
ニ

ス
ト
現
象
学
が
現
象
学
の
「
応
用
」
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
言
え
ば
、
現

象
学
が
現
象
学
的
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た

い
。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
特
徴

国
内
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
を
牽
引
し
て
き
た
中
澤
瞳
に
よ
れ
ば
、
フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
現
象
学
の
特
徴
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
（
中
澤 

二
〇
二
〇
）。

（
1
）
各
人
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
た
経
験
を
、
一
人
称
的
観
点
に
と
ど
ま
っ
て

記
述
し
、
分
析
す
る
現
象
学
の
方
法
論
に
基
づ
く
。

（
2
）
こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
た
り
、
特
殊
な
も
の
と
み
な
さ
れ
た
り
し
て
き
た

女
性
た
ち
の
経
験
に
着
目
し
、
従
来
の
現
象
学
に
お
け
る
男
性
中
心
的
な
記
述
や

分
析
を
問
い
直
す
。

（
3
）
女
性
た
ち
の
経
験
が
い
か
な
る
対
象
や
規
範
を
め
ぐ
る
も
の
か
を
正
確

に
理
解
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
問
題
や
差
別
を
見
え
る
よ

う
に
し
、
そ
れ
ら
の
批
判
を
可
能
に
す
る
。

例
え
ば
宮
原
優
は
、
女
性
た
ち
が
「
月
経
を
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
感

じ
る
と
き
、
月
経
が
い
か
な
る
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
て
い
る
か
、
月
経
を
隠
す

こ
と
が
女
性
た
ち
の
い
か
な
る
生
き
づ
ら
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
を
分
析
し

て
い
る
（
宮
原 

二
〇
二
〇
）。
月
経
は
「
妊
娠
・
出
産
の
た
め
の
準
備
の
機
能
」

に
縮
減
さ
れ
て
説
明
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
す
る
と
、
月
経
は
体
内
の
問
題
と
み
な

さ
れ
、
月
経
に
ま
つ
わ
る
女
性
の
様
々
な
生
き
づ
ら
さ
も
ま
た
「
個
人
の
問
題
」

に
帰
さ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
月
経
が
妊
娠
・
出
産
と
ば
か
り
関
連
づ
け
ら
れ
る

た
め
に
、
月
経
に
性
的
な
意
味
が
過
剰
に
付
与
さ
れ
、
そ
れ
が
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク

な
も
の
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
公
的
な
場
で
語
る
の
は
不
適
切
な
も
の
と
さ

経
験
の
記
述
は
、
な
ぜ
批
判
的
な
の
か

︱
︱
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
へ
の
諸
批
判
に
対
す
る
応
答
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れ
て
し
ま
う
。

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
っ
て
月
経
は
隠
蔽
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
隠
蔽
や
閉
塞
感
は
女

性
の
生
き
づ
ら
さ
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
何
よ
り
問
題
で
あ
る
の

は
、
こ
う
し
た
生
き
づ
ら
さ
に
つ
い
て
女
性
自
身
が
無
自
覚
に
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
、「
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
」「
こ
う
い
う
も
の
な
の
だ
」
と
感
じ
さ
せ

て
し
ま
う
こ
と
だ
。
性
差
別
と
い
う
と
、
た
と
え
ば
「
女
に
研
究
は
向
い
て

い
な
い
」
と
か
「
女
は
見
た
目
が
第
一
」
な
ど
、
女
性
の
多
様
な
生
き
方
を

否
定
し
て
決
め
つ
け
る
よ
う
な
発
言
で
あ
る
と
か
あ
る
い
は
尊
厳
を
否
定
す

る
よ
う
な
発
言
で
あ
る
と
か
、
そ
う
し
た
も
の
が
す
ぐ
に
思
い
つ
か
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
「
隠
す
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
る
」「
月
経
は
子

ど
も
を
産
む
た
め
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
、
あ
ま
り
に
も

私
た
ち
の
生
活
に
溶
け
込
み
、
長
い
時
間
か
け
て
形
成
さ
れ
て
き
た
習
慣
や

社
会
の
形
態
が
そ
も
そ
も
構
造
的
に
差
別
を
形
成
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

が
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
社
会
構
造
や
風
習
と
し
て
馴
染
ん
で
し
ま
っ
て

い
る
も
の
こ
そ
、
見
え
づ
ら
く
、
自
覚
も
さ
れ
づ
ら
い
、
や
っ
か
い
な
「
差

別
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
私
た
ち
が
み
な
、
何
の
自
覚
も

「
差
別
意
識
」
も
な
い
ま
ま
差
別
に
加
担
し
、
差
別
を
強
化
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。（
宮
原 

二
〇
二
〇
、
四
二
頁
）

こ
の
よ
う
に
し
て
宮
原
は
、「
月
経
を
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
感
じ
る

と
き
に
、
私
た
ち
が
依
拠
し
て
い
る
月
経
の
見
方
を
明
ら
か
に
し
、
そ
う
し
た
見

方
が
生
活
に
溶
け
込
ん
で
人
々
に
ほ
と
ん
ど
自
覚
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る

た
め
に
、
女
性
た
ち
を
抑
圧
し
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
に
対
す
る
諸
批
判

以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
側
面
に
対
し
て
は
、（
1
）
経
験
が
社
会
的
な
構
築
物

で
あ
る
点
を
看
過
し
て
い
る
、（
2
）「
女
性
」
の
本
質
主
義
に
陥
る
、（
3
）
経
験

の
記
述
だ
け
か
ら
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
へ
の
批
判
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
っ
た
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
き
た
。

　
（
１
）
経
験
の
被
構
築
性

ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
研
究
で
名
高
い
歴
史
学
者
の
ジ
ョ
ー
ン
・
ス
コ
ッ
ト
は
、「
議

論
の
余
地
の
な
い
明
証
や
説
明
の
出
発
点
︱
︱
分
析
の
基
盤
を
な
す
土
台
︱
︱
と

し
て
経
験
に
訴
え
る
」
手
法
を
社
会
構
築
主
義
的
な
立
場
か
ら
批
判
す
る
（Scott 

1991, 777

）。
ス
コ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
経
験
は
各
人
に
直
接
的
に
与
え
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、
歴
史
的
・
社
会
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
る
。
各
人
の
経
験

の
仕
方
を
形
づ
く
る
社
会
構
造
や
、
経
験
の
語
り
方
を
左
右
す
る
覇
権
的
な
言
説

に
目
を
向
け
る
こ
と
な
く
、
経
験
を
出
発
点
と
す
る
な
ら
、
既
存
の
社
会
構
造
や

覇
権
的
な
言
説
を
た
だ
再
生
産
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

1
。
例
え
ば
、「
妊

娠
・
出
産
の
た
め
の
準
備
の
機
能
」
と
い
う
月
経
の
語
ら
れ
方
に
抵
抗
し
て
、
個

人
に
よ
る
月
経
の
経
験
に
立
ち
戻
ろ
う
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
経
験
も
ま
た
、
社

会
に
お
け
る
月
経
の
位
置
づ
け
や
語
ら
れ
方
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
形
で
規
定
さ
れ

て
お
り
、
そ
う
し
た
社
会
的
条
件
の
外
部
に
個
人
的
な
月
経
の
経
験
な
る
も
の
を

想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

さ
ら
に
、
諸
個
人
の
経
験
の
仕
方
を
構
成
す
る
社
会
構
造
が
、
個
人
の
経
験
の

外
部
に
存
在
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、
現
象
学
が
定
位
す
る
一
人
称
的
観
点
か
ら
、

そ
う
し
た
社
会
構
造
を
記
述
し
た
り
、
分
析
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
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21 経験の記述は、なぜ批判的なのか

う
こ
と
に
な
ろ
う
（
魚
住 

二
〇
二
一
）。

　
（
２
）「
女
性
」
と
は
誰
か
？

二
つ
目
の
批
判
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
が
記
述
す
る
「
女
性
の
経
験
」
の

「
女
性
」
と
は
誰
か
と
い
う
も
の
だ
。
例
え
ば
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ス
ペ
ル
マ
ン
は
、

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
「
女
性
」
と
い
う
こ
と
で
、
暗
に
白
人
中
産
階
級
の
女
性
や

異
性
愛
の
女
性
を
想
定
し
、
そ
う
し
た
女
性
に
の
み
あ
て
は
ま
る
こ
と
を
女
性
一

般
に
あ
て
は
ま
る
と
す
る
「
過
度
な
一
般
化
」
を
お
か
し
て
い
る
と
批
判
す
る

（Spelm
an 1988

）。
異
な
る
人
種
や
異
な
る
階
級
に
属
す
る
女
性
た
ち
は
、
し
ば

し
ば
全
く
異
な
る
経
験
を
す
る
た
め
、
人
種
や
階
級
の
違
い
を
無
視
し
た
「
女
性

の
経
験
」
な
る
も
の
は
、
女
性
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
属
す
る
存
在
者
が
単
一
か

つ
不
変
の
本
質
を
も
つ
と
す
る
本
質
主
義
に
与
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
者
は
本
質
主
義
に
批
判
的
な
態
度

を
示
し
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
を
反
本
質
主
義
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て

い
る
（
中
澤 

二
〇
二
〇
）。
し
か
し
、
例
え
ば
月
経
や
妊
娠
を
「
女
性
の
経
験
」

と
し
て
記
述
す
る
こ
と
自
体
が
、
結
果
的
に
そ
う
し
た
経
験
を
も
つ
女
性
を
「
標

準
化
」（noram

alize

）
し
、
そ
れ
以
外
の
女
性
を
排
除
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か

ね
な
い
と
い
う
懸
念
を
抱
く
論
者
も
い
る
。「
も
し
す
べ
て
の
女
性
が
「
女
性
中

心
的
な
」
観
点
へ
の
通
路
を
も
た
な
い
な
ら
、
こ
う
し
た
観
点
を
記
述
す
る
努
力

は
、
女
性
が
い
か
に
あ
る
べ
き

4

4

か
に
関
す
る
問
題
含
み
の
規
範
的
な
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」（H

aslanger 2012, 144

）。

　
（
３
）
記
述
だ
け
で
は
規
範
の
批
判
に
は
な
ら
な
い

三
つ
目
の
批
判
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
が
経
験
の
記
述
に
終
始
し
が
ち
で

あ
り
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
が
変
容
す
る
過
程
を
説
明
し
て
く
れ
な
い

2
、

と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
る
（
羽
生 

二
〇
一
九
）。
例
え
ば
、「
女
の
子
投
げ
」

（Young 1980

）
の
よ
う
な
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
従
っ
た
経
験
を
「
事
実
」

と
し
て
記
述
す
る
だ
け
な
ら
、
女
性
た
ち
は
そ
う
し
た
規
範
に
従
う
よ
う
運
命
づ

け
ら
れ
て
お
り
、
規
範
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
。

さ
ら
に
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
批
判
す
る
た
め
に
は
そ
れ
に
代
わ
る
新

た
な
規
範
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
が
経
験
を

記
述
す
る
だ
け
で
あ
る
な
ら
、
性
差
別
的
・
異
性
愛
主
義
的
・
家
父
長
主
義
的
な

ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
論
難
す
る
論
者
も
い
る
（
魚

住 

二
〇
二
一
、
九
七–

九
九
頁
）。
こ
う
し
た
批
判
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学

に
は
、
記
述
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
次
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
と
み
な

す
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
が
こ
れ
ま
で
記
述
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
女
性
た
ち

の
経
験
を
「
記
述
」
す
る
だ
け
で
あ
る
な
ら
、
そ
こ
か
ら
は
い
か
な
る
倫
理
的

「
規
範
」
も
導
き
出
せ
ず
、
既
存
の
規
範
を
批
判
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
他
方
、

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
が
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
批
判
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

の
一
翼
を
担
お
う
と
す
る
な
ら
、
記
述
に
従
事
す
る
現
象
学
の
外
部
か
ら
倫
理
的

な
規
範
を
持
ち
出
し
て
、
既
存
の
規
範
を
批
判
す
る
際
に
自
ら
が
拠
っ
て
立
つ
規

範
的
根
拠
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
現

象
学
的
で
あ
り
続
け
な
が
ら
、
な
お
既
存
の
規
範
を
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
を
第
三
の
批
判
は
問
う
て
い
る
わ
け
だ
。

現象学年報37号.indb   21 2021/11/04   14:42:50



22

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
か
ら
の
応
答

　
（
１
）
経
験
の
被
構
築
性
―
―
経
験
は
経
験
の
言
説
に
は
汲
み
尽
く
さ
れ
な
い

当
然
な
が
ら
、
現
象
学
は
個
々
の
経
験
そ
れ
自
体
を
疑
い
え
な
い
直
接
的
な
所

与
と
み
な
す
こ
と
は
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
経
験
を
記
述
し
分
析
す
る
際
に
、
自

然
的
態
度
を
括
弧
に
入
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
は
、
日
常
的
に
は
直
接
的
に
与

4

4

4

4

4

え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

経
験
さ
れ
る
事
柄
が
、
様
々
な
歴
史
的
・
社
会
的
な

背
景
の
も
と
、
習
慣
化
さ
れ
た
身
体
性
や
知
覚
を
通
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
に

目
を
向
け
る
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（A

l-Saji 2017

）。
こ
う
し
た
視
点
の

転
換
に
よ
っ
て
、
経
験
の
な
か
で
生
じ
る
「
自
然
化
」
の
傾
向
︱
︱
性
差
や
人
種

を
あ
た
か
も
自
然
な
特
徴
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
な
し
て
し
ま
う
傾
向
︱
︱
を
問

い
直
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
（cf. 
池
田
・
小
手
川 

二
〇
二
一
）。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
、
ま
さ
に
こ
の
経
験
の
自
然
化
を
問
題
化
し
、
日

常
的
に
は
往
々
に
し
て
「
自
然
に
」
経
験
さ
れ
て
し
ま
う
、
自
分
や
他
人
の
性

差
、「
男
な
ら
／
女
な
ら
⋮
し
な
け
れ
ば
」
と
い
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
、
歴

史
的
・
社
会
的
な
背
景
や
、
社
会
の
な
か
で
育
ま
れ
る
身
体
性
や
知
覚
の
習
慣
と

の
関
連
に
遡
っ
て
記
述
し
、
分
析
し
て
き
た
。
実
際
、
宮
原
に
よ
る
月
経
の
分
析

は
、「
月
経
を
隠
さ
な
け
れ
ば
」
と
感
じ
て
し
ま
う
と
い
う
経
験
が
、
社
会
に
お

い
て
月
経
に
付
与
さ
れ
て
き
た
意
味
に
よ
っ
て
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
経
験
の
被
構
築

性
と
い
う
論
点
を
社
会
構
築
主
義
と
共
有
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
宮
原
が
「
こ
う
し
た
月
経
の
意
味
は
、
月
経
の
経
験
そ
の
も
の
と

い
う
よ
り
は
、
社
会
の
側
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
宮
原 

二
〇
二
〇
、
四
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
経
験
が
経
験
の
言
説
に
汲
み
つ
く
さ
れ
る
と
は
考

え
な
い
。
こ
う
述
べ
る
こ
と
で
、
宮
原
は
社
会
的
な
意
味
づ
け
を
一
切
欠
い
た
月

経
の
経
験
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ス
コ
ッ
ト
の
よ
う
に
経

験
と
そ
の
言
説
の
結
び
つ
き
を
強
調
し
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
既
存
の
言
説
に
よ
っ
て

は
言
語
化
し
え
な
い
経
験
を
否
定
し
て
し
ま
う
な
ら
、
多
く
の
男
性
た
ち
が
し
ば

し
ば
想
定
し
て
き
た
「
支
配
的
な
言
説
体
制
の
も
と
で
は
表
現
さ
れ
え
な
い
抑

圧
の
形
態
を
無
視
し
て
も
よ
い
」
と
す
る
見
方
に
与
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う

（A
lcoff 2000, 47

）。
経
験
に
は
既
存
の
言
説
に
は
汲
み
つ
く
し
え
な
い
側
面
が

含
ま
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
側
面
に
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
者
た
ち
が
注
目
し
て

き
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
（
こ
の
点
に
は
、（
3
）
へ
の
応
答
の
際
に
立
ち
戻
る
）。

さ
ら
に
、
宮
原
の
分
析
は
特
定
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
か
ら
経
験
を
説
明
す
る
の

で
は
な
く
、
月
経
に
付
与
さ
れ
た
社
会
的
な
意
味
が
い
か
に
経
験
さ
れ
る
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
焦

点
を
当
て
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、「
生
活
に
溶
け
込
み
、
長
い
時
間
か
け

て
形
成
さ
れ
て
き
た
習
慣
や
社
会
の
形
態
」
に
、
あ
く
ま
で
一
人
称
的
観
点
か
ら

い
か
に
接
近
し
う
る
か
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
が
一
人
称
的
観
点
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
個
人
の
経
験
や

意
識
を
特
権
視
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
中
澤
が
示
唆
し
て
い
る
よ

う
に
（
中
澤 

二
〇
二
〇
）、
個
々
人
が
大
抵
の
場
合
は
無
自
覚
な
ま
ま
、
社
会
構

造
に
従
っ
た
り
違
和
感
を
抱
い
た
り
す
る
と
い
う
形
で
「
応
答
」
し
て
い
る
場
面

を
記
述
し
分
析
す
る
こ
と
で
、
社
会
構
造
に
対
す
る
一
人
称
的
観
点
か
ら
の
別
様

の
応
答
の
可
能
性
を
見
て
取
ろ
う
と
す
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
問
題
化
さ
れ
る
「
社

会
構
造
」
と
は
、
魚
住
が
想
定
す
る
よ
う
な
「「
経
験
の
外
」
に
歴
然
と
存
在
す

る
よ
う
な
社
会
構
造
」（
魚
住　

二
〇
二
一
、
九
五
頁
）
で
は
な
く
、
ヤ
ン
グ
が

法
や
制
度
と
い
っ
た
言
語
化
さ
れ
た
次
元
と
は
区
別
し
て
、
身
体
的
か
つ
感
情
的

な
反
応
に
係
わ
る
慣
習
的
実
践
と
呼
ぶ
次
元
を
指
す
（Young 1990, chap. 5

）。

ヤ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
法
律
上
の
平
等
の
下
で
看
過
さ
れ
や
す
い
社
会
構
造
の
こ
う
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23 経験の記述は、なぜ批判的なのか

し
た
次
元
こ
そ
、
女
性
や
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
抑
圧
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る

3
。

　
（
２
）「
女
性
」
と
は
誰
か
？
―
―
「
連
な
り
」
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
、
女
性
た
ち
の
様
々
な
経
験
を
、
女
性
の
本
質
と
し

て
記
述
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
経
験
を
個
々
人
の
個
別
的

な
経
験
と
し
て
の
み
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
個
人
に
の
み
焦
点
を
あ
て
る

な
ら
、
多
様
な
女
性
た
ち
が
「
女
性
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
ゆ
え
に
生
じ
る
差
別

や
抑
圧
の
経
験
の
特
徴
を
取
り
逃
が
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ヤ
ン
グ
も
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、「
女
性
を
何
ら
か
の
意
味
で
集
団
と
し
て
概
念
化
す
る
こ
と
な

く
、︹
女
性
へ
の
︺
抑
圧
を
体
系
的
で
構
造
化
さ
れ
た
制
度
上
の
プ
ロ
セ
ス
と
し

て
概
念
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（Young 1994, 17
）
か
ら
だ
。

で
は
、「
女
性
」
と
い
う
集
団
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
概
念
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
直
せ
ば
よ
い
の
か
。
ヤ
ン
グ
は
「
連
な
り
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
論

考
（Young 1994

）
で
、
こ
の
問
い
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
ヤ
ン
グ
は
、

本
質
主
義
に
陥
ら
な
い
仕
方
で
、
女
性
を
集
団
と
し
て
思
考
す
る
に
は
二
つ
の
戦

略
が
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

一
方
で
、
一
つ
で
は
な
く
、
複
数
の

4

4

4

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
考

え
る
立
場
が
あ
る
（Spelm

an 1988

）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
女
性
の
経
験
の
特
徴

を
考
え
る
こ
と
は
、
同
一
の
人
種
や
階
級
に
お
け
る
男
女
差
、
例
え
ば
、
白
人
の

男
女
間
や
、
労
働
者
階
級
の
男
女
間
の
不
平
等
を
問
題
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

可
能
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
女
性
」
で
は
な
く
、「
白
人
女
性
」、「
黒
人
女
性
」、

「
労
働
者
階
級
の
女
性
」
と
い
っ
た
形
で
、
複
数
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
女
性
と
い
う
集
団
が
均
一
で
な
い
の
と
同
様
に
、
人
種
や
階
級
も
均

一
な
集
団
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
一
口
に
「
黒
人
女
性
」
と
言
っ
て
も
、
ど
こ
の

出
身
か
、
い
か
な
る
階
級
に
属
す
る
か
、
ど
の
よ
う
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
も

つ
か
で
、
置
か
れ
る
立
場
は
様
々
だ
。
こ
う
し
た
違
い
を
考
慮
に
入
れ
る
た
め

に
、
集
団
の
細
分
化
を
推
し
進
め
れ
ば
、
最
終
的
に
は
、
個
人
に
ま
で
分
割
さ
れ

ざ
る
を
え
な
い
。

他
方
、
女
性
と
い
う
集
団
は
、
共
通
の
属
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
特
定
の
目
的
の
た
め
に
集
ま
っ
た
多
様
な
女
性
た
ち
が
、
政
治
運
動

（
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
）
の
所
産
と
し
て
形
づ
く
る
も
の
だ
と
す
る
立
場
も
あ
る

（Fuss 1989

）。
こ
う
し
た
立
場
に
従
え
ば
、「
女
性
」
を
本
質
主
義
的
に
捉
え
る

こ
と
な
く
、
共
通
の
政
治
的
目
的
の
も
と
で
人
種
や
階
級
の
垣
根
を
越
え
て
連
帯

し
た
人
々
の
集
団
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
立
場
も
困
難

を
抱
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
は
、
運
動
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
り
、
共

通
の
目
的
を
も
た
な
か
っ
た
り
す
る
女
性
た
ち
、
さ
ら
に
は
自
分
を
フ
ェ
ミ
ニ
ス

ト
と
み
な
さ
な
い
女
性
た
ち
が
「
女
性
」
と
い
う
集
団
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま

う
か
ら
だ
。

こ
れ
ら
二
つ
の
立
場
は
そ
れ
ぞ
れ
、「
集
団
」
に
つ
い
て
の
二
つ
の
支
配
的
な

見
方
（cf. Young 1990, chap. 2

）
に
依
拠
し
て
い
る
。
前
者
が
依
拠
す
る
の
は
、

集
団
と
は
生
物
学
的
特
徴
や
社
会
的
属
性
と
い
っ
た
共
通
の
属
性
を
も
つ
メ
ン

バ
ー
か
ら
な
る
と
す
る
見
方
だ
。
後
者
が
依
拠
す
る
の
は
、
集
団
を
、
学
会
や
Ｎ

Ｐ
Ｏ
の
よ
う
に
、
共
通
の
目
的
を
も
っ
て
自
発
的
に
集
ま
る
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る

も
の
と
す
る
見
方
だ
。

ヤ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
意
味
で
の
「
集
団
」

と
も
異
な
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
サ
ル
ト
ル
が
「
連
な
り
」（série

）
と
呼
ぶ
よ

う
な
集
団
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（Sartre 1960

）。
サ
ル
ト
ル
は
バ
ス
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を
待
つ
人
た
ち
が
つ
く
り
だ
す
列
を
例
に
出
す
が
、
こ
う
し
た
人
々
は
共
通
の
属

性
を
も
つ
わ
け
で
も
、
共
通
の
目
的
の
た
め
に
自
発
的
に
集
ま
っ
て
い
る
わ
け
で

も
な
く
、
バ
ス
と
い
う
対
象
に
関
連
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、

互
い
に
孤
立
し
て
い
る
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
も
ま
た
、
共
通
の
属
性
や
自
発
的
な
参
与
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ

る
「
集
団
」
で
は
な
く
、
特
定
の
対
象
に
関
連
し
て
受
動
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
た

「
連
な
り
」
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
停
留
所
で
バ
ス
に
関
し
て
の
み
結
び
つ

い
た
バ
ス
の
列
と
は
異
な
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
場
合
、
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場

面
で
、
人
々
の
実
践
の
蓄
積
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
多
岐
に
わ
た
る
対
象
、

例
え
ば
身
体
的
特
徴
、
服
装
、
化
粧
品
、
言
葉
遣
い
、
公
共
空
間
の
設
計
等
々
に

関
連
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
。

し
か
も
個
々
人
は
、
こ
う
し
た
対
象
に
、
性
を
め
ぐ
っ
て
歴
史
的
・
文
化
的
に

形
づ
く
ら
れ
て
き
た
社
会
構
造
、
す
な
わ
ち
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
に
即
し
て
関
連
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
ヤ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
に
は
（
ａ
）
労
働
の
性

的
二
元
化
（
性
別
分
業
）、（
ｂ
）
異
性
愛
規
範
、（
ｃ
）
権
力
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ

れ
た
階
層
が
含
ま
れ
る
（Young 2002, 22

）。

ヤ
ン
グ
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
と
呼
ぶ
も
の
を
、
江
原
由
美
子
は
「
ジ
ェ
ン

ダ
ー
秩
序
」
と
呼
び
、
家
族
や
職
場
や
学
校
と
い
っ
た
様
々
な
体
制
を
横

断
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
的
諸
実
践
の
規
則
性
と
し
て
特
徴
づ
け

て
い
る
（
江
原 

二
〇
〇
一
）。
江
原
に
よ
れ
ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
は
「
社

会
成
員
が
そ
の
規
則
に
し
た
が
わ
な
い
こ
と
も
充
分
で
き
る
「
規
則
」」（
江

原 

二
〇
〇
一
、
三
九
二
頁
）
を
な
し
て
お
り
、
個
々
人
の
言
動
を
助
長
し
た

り
、
そ
れ
に
制
約
を
課
し
た
り
は
す
る
が
、「
決
定
」
す
る
わ
け
で
は
な
い
。 

　

こ
の
よ
う
に
捉
え
直
す
と
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
個
人
の
属
性
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
み
な
す
必
要
は
な
く
な
る
。
実
際
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
自
身
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
は
み
な
さ
な
い
女
性
は
少
な
く
な
い
し
、
自
分
が
「
女
性
」
で
あ
る

こ
と
を
重
要
視
す
る
人
も
、
い
か
な
る
点
に
そ
の
価
値
を
見
出
す
か
は
各
人
で
異

な
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
多
様
な
女
性
た
ち
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
に
即
し

て
社
会
内
の
様
々
な
対
象
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る

4
。

も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
関
連
づ
け
に
対
し
て
、
い
か
に
応
答
す
る
か
は
個
々
人

で
異
な
り
う
る
。
ヤ
ン
グ
は
、
こ
う
し
た
連
な
り
と
し
て
の
女
性
が
被
る
経
験

が
、
女
性
た
ち
の
連
帯
の
土
台
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
例
え
ば
特
定
の
差
別
経
験
に

抗
議
す
る
よ
う
な
︿
集
団
と
し
て
の
女
性
﹀
が
生
ま
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
特

定
の
目
的
を
目
指
す
活
動
に
従
事
す
る
女
性
た
ち
は
、
女
性
の
一
部
に
限
ら
れ
、

そ
の
活
動
も
ま
た
女
性
の
一
部
を
対
象
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
活
動
の
原
動
力
と
な
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
す
べ
て
の
女
性
（
連
な
り
と
し

て
の
女
性
）
に
向
け
て
語
ろ
う
と
す
る
（
清
水 

二
〇
二
〇
）。
こ
れ
と
同
様
に
、

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
も
「
連
な
り
と
し
て
の
女
性
」
が
被
る
経
験
の
多
様
な
層

や
側
面
を
記
述
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
標
準
化
さ
れ
た
「
女
性
」
概
念
を
刷
新
す

る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
（
３
）
記
述
だ
け
で
は
規
範
の
批
判
に
は
な
ら
な
い

―
―
経
験
の
記
述
は
、
な
ぜ
批
判
的
な
の
か

経
験
の
記
述
だ
け
で
は
規
範
の
批
判
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
見
方
の
前
提
に

は
、
記
述
と
規
範
は
分
離
可
能
で
あ
り
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
批
判
す

る
た
め
に
は
、
経
験
の
記
述
（
だ
け
）
で
は
な
く
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
よ

り
も
優
先
さ
れ
る
規
範
に
訴
え
る
べ
き
だ
と
す
る
考
え
が
あ
る
。
私
が
思
う
に
、

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
前
提
を
問
い
直
し
、
記
述
そ
れ
自
体

が
も
つ
倫
理
性
に
訴
え
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
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25 経験の記述は、なぜ批判的なのか

そ
も
そ
も
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
、
既
存
の
現
象
学
の
成
果
を
た
ん
に
新
し

い
対
象
へ
と
適
用
・
応
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
従
来
の

現
象
学
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
た
、
身
体
的
志
向
性
や
そ
れ
に
基
づ
く
知
覚
や
他

者
関
係
の
記
述
や
分
析
の
根
本
的
な
見
直
し
を
迫
る
も
の
だ
。

例
え
ば
、
ヤ
ン
グ
の
論
考
「
女
の
子
み
た
い
な
投
げ
方
」
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
の
身
体
論
を
基
礎
的
身
体
論
と
し
て
、「
女
性
的
」
な
身
体
性
を
よ
り
特
殊

な
次
元
に
位
置
づ
け
て
い
る
（Young 1980, 31

）。
そ
れ
ゆ
え
、
女
性
的
な
身
体

性
に
見
ら
れ
る
周
囲
環
境
と
の
「
不
連
続
な
統
一
」
と
い
う
特
徴
は
、
周
囲
環
境

と
の
一
体
感
を
も
つ
「
正
常
な
」
身
体
性
の
欠
損
状
態
と
み
な
さ
れ
か
ね
な
い
。

し
か
し
、
中
澤
が
指
摘
す
る
通
り
（
中
澤 
二
〇
一
五
）、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
ヤ

ン
グ
の
記
述
が
も
つ
狙
い
を
見
誤
っ
て
い
る

5
。

一
方
で
ヤ
ン
グ
は
、
筋
力
や
骨
格
の
男
女
差
に
「
自
然
化
」
さ
れ
が
ち
な
身
体

性
の
差
異
を
、
歴
史
的
・
社
会
的
に
形
成
さ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
と
の
関
連
に

お
い
て
記
述
し
直
す
。
こ
の
記
述
は
、
同
時
に
、
周
囲
環
境
と
の
一
体
感
を
も
つ

「
正
常
」
と
さ
れ
る
身
体
性
も
ま
た
、
歴
史
的
・
社
会
的
な
背
景
と
の
関
連
に
お

い
て
捉
え
直
す
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
思
い
通
り
に
動
き
回
れ
る
と

い
う
身
体
的
な
空
間
把
握
は
、
歴
史
的
・
社
会
的
に
安
全
が
保
障
さ
れ
て
き
た
人

種
的
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
特
徴
的
な
も
の
で
、
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
移
民
の
空

間
把
握
と
は
異
質
な
も
の
だ
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（Sullivan 2006

）。
こ
う
し

た
点
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、
女
性
的
身
体
性
の
記
述
は
、「
基
礎
的
」
と
み
な

さ
れ
て
き
た
身
体
論
の
偏
り
を
露
わ
に
し
て
そ
の
普
遍
性
を
問
い
た
だ
す
も
の
で

も
あ
る
の
だ
。

稲
原
美
苗
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
稲
原 

二
〇
二
〇
）、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現

象
学
が
女
性
た
ち
の
経
験
に
と
ど
ま
ら
ず
、
様
々
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
経
験
の
記

述
へ
と
進
ん
で
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
人
々
の
経
験
を
「
特
殊
な
」
経
験
と
し
て

締
め
出
す
こ
と
で
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
、
身
体
性
や
知
覚
に
つ
い
て
の
「
標
準
的

な
」
見
方
の
歪
み
を
問
い
直
す
た
め
だ
。

重
要
な
の
は
、
た
ん
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
経
験
を
記
述
す
る
こ
と
で
は
な

く
、「
い
か
に
記
述
す
る
か
」
だ
。
例
え
ば
、
宮
原
は
月
経
を
体
内
に
閉
じ
た
形

で
は
な
く
、
社
会
構
造
や
他
人
と
の
関
係
に
お
い
て
記
述
す
る
こ
と
を
（
宮
原 

二
〇
一
五
）、
藤
高
和
輝
は
「
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
経
験
を
「
病
理
」
と
し

て
で
は
な
い
形
で
記
述
す
る
」
こ
と
を
試
み
て
い
る
（
藤
高 

二
〇
二
〇
、
一
一
六

頁
）。
そ
こ
で
は
、
社
会
に
お
け
る
覇
権
的
な
言
説
に
汲
み
つ
く
さ
れ
え
な
い
仕

方
で
、
経
験
に
よ
り
即
し
た
記
述
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。

経
験
の
被
構
築
性
へ
の
応
答
で
触
れ
た
よ
う
に
、
経
験
に
は
既
存
の
言
説
に
は

汲
み
尽
く
さ
れ
な
い
側
面
が
あ
り
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
経
験
と
言
説
の
間
の
緊
張

（「
ぴ
っ
た
り
と
し
た
表
現
が
見
つ
か
ら
な
い
」）
や
経
験
同
士
の
矛
盾
と
い
う
形

で
生
じ
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
者
が
し
ば
し
ば
経
験
の
こ
う
し
た
側
面
に
着

目
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
緊
張
や
矛
盾
が
覇
権
的
な
言
説
に
対
抗
す
る
言
説
を

生
み
出
し
た
り
、
自
然
化
さ
れ
た
区
別
（
私
的
／
公
的
、
正
常
／
異
常
）
を
揺
る

が
し
た
り
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
（Stone-M

ediatore 1998

）。
実
際
、
佐
藤
愛
は

社
会
に
蔓
延
す
る
ル
ッ
キ
ズ
ム
の
不
合
理
性
に
気
づ
き
な
が
ら
も
自
己
の
外
見
に

つ
い
て
悩
ん
で
し
ま
う
と
い
う
矛
盾
か
ら
、
世
間
受
け
す
る
外
見
を
目
指
す
か
、

そ
れ
と
も
周
囲
か
ら
の
評
価
を
気
に
せ
ず
に
「
自
分
ら
し
さ
」
を
目
指
す
か
と
い

う
二
者
択
一
に
は
と
り
こ
ま
れ
ず
に
、
外
見
に
対
す
る
「
自
分
の
ご
く
ご
く
小
さ

な
声
を
聞
き
続
け
る
」
こ
と
を
模
索
し
て
い
る
（
佐
藤 

二
〇
二
〇
、
五
八
頁
）。

こ
う
し
た
記
述
は
、
い
か
な
る
点
で
倫
理
的
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
方

で
、
当
事
者
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
記
述
は
、
自
分
が
抱
い
て
き
た
違
和
感
や

反
発
が
「
何
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
」
を
理
解
し
直
し
、
経
験
に
よ
り
即
し
た
記

述
を
い
か
な
る
見
方
や
語
り
方
が
妨
げ
て
い
る
の
か
を
可
視
化
し
て
そ
れ
に
抵
抗
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す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
。

他
方
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
々
の
経
験
の
記
述
は
、

た
ん
に
自
分
の
知
ら
な
か
っ
た
経
験
を
教
え
て
く
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し

た
経
験
を
不
可
視
化
し
た
り
過
小
評
価
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
「
標
準
的
な
見
方
」
や
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
自
ら
の
知
覚
や
評
価
を
問
い

直
し
て
く
る
。
こ
う
し
た
点
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
記
述
そ
の
も
の
が
倫

理
的
だ
と
言
え
る
。

一
般
に
、
倫
理
学
的
な
理
論
は
「
○
○
す
べ
き
／
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
っ

た
規
範
の
根
拠
や
妥
当
性
を
問
う
と
さ
れ
る
が
、「
倫
理
学
的
意
義
を
も
つ
た
め

に
は
誰
も
が
従
う
べ
き
規
範
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
想
定
に
は
、
議
論

の
余
地
が
あ
る
（
池
田 

二
〇
一
七
、
小
手
川 
二
〇
二
〇
）。
対
照
的
に
、
フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
現
象
学
は
、「
○
○
は
ど
の
よ
う
に
経
験
さ
れ
、
理
解
さ
れ
て
い
る
か
」

を
経
験
に
よ
り
即
し
た
形
で
記
述
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
こ
で
は
、
な
ぜ
○
○

が
知
覚
さ
れ
、
理
解
さ
れ
る
際
に
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
△
△
と
い
う
要
素
や
そ
れ

に
関
連
す
る
□
□
と
い
う
経
験
は
見
過
ご
さ
れ
た
り
、
重
要
視
さ
れ
な
い
の
か
、

何
が
そ
う
し
た
偏
っ
た
知
覚
や
理
解
を
助
長
し
た
り
、
正
当
化
し
た
り
し
て
い
る

の
か
が
問
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
問
い
直
し
の
な
か
で
、
特
定
の
知
覚
や
記
述
が
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

規
範
と
の
相
互
依
存
関
係
の
な
か
で
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
る
。
例

え
ば
、「
月
経
は
体
内
で
生
じ
て
い
る
」
と
い
う
記
述
は
、「
月
経
は
隠
す
べ
き
」

と
い
う
規
範
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
規
範
を
支
え
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
だ
と
し
た
ら
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
問
う
こ
と
は
、
そ
れ

を
支
え
る
知
覚
や
記
述
を
見
直
す
こ
と
と
切
り
離
せ
な
い
こ
と
に
な
る
。

結
び

最
後
に
、
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
異
性
愛
者
と
し
て
生
き
て
き
た
（
筆
者
の

よ
う
な
）
男
性
た
ち
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
と
い
か
に
係
わ
っ
て
い
け

る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
第
一
に
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
男
性
は
、
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
の
経
験
か
ら
、
世
界
を
別
様
に
見
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
で
、
既
存
の
現
象

学
が
い
か
な
る
種
類
の
経
験
を
自
明
視
な
い
し
特
権
化
し
て
き
た
か
を
批
判
的

に
検
討
し
直
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
ヤ
ン
グ
が
女
性
の
身
体
性

や
、
歴
史
的
に
女
性
に
割
り
当
て
ら
れ
て
き
た
諸
活
動
を
記
述
し
直
す
こ
と
で

試
み
た
こ
と
で
も
あ
る
が
、
異
性
愛
規
範
や
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
と
結
び

つ
い
た
経
験
を
見
直
す
こ
と
が
今
後
ま
す
ま
す
必
要
に
な
っ
て
く
る
は
ず
だ
。 

　

第
二
に
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
男
性
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
経
験
か
ら
、
自
ら
の
性

的
身
体
や
感
情
に
向
き
合
う
こ
と
も
可
能
だ
（
川
崎
・
小
手
川 

二
〇
二
〇
）。
そ

こ
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
や
男
ら
し
さ
を
め
ぐ
る
悩
み
や
違
和
感
を
可
視
化
す

る
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
悩
み
や
違
和
感
を
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
を
再
強
化

す
る
（
例
え
ば
「
男
性
も
抑
圧
さ
れ
て
い
る
」「
長
時
間
労
働
の
せ
い
で
家
事
・

育
児
が
で
き
な
い
」
と
い
っ
た
）
覇
権
的
な
言
説
と
は
異
な
る
形
で
記
述
で
き
る

か
が
鍵
に
な
る
だ
ろ
う
（
平
山 

二
〇
一
九
）。
こ
う
し
た
記
述
が
可
能
と
な
れ
ば
、

男
性
た
ち
の
経
験
を
手
が
か
り
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
ま
つ
わ
る
不
平
等
だ
け
で
な

く
、
階
級
間
の
格
差
や
男
性
内
の
格
差
を
問
い
直
す
可
能
性
も
拓
か
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
江
原
が
言
う
よ
う
に
、「
そ
の
時
、「
男
性
の
悩
み
」

は
、
決
し
て
男
性
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
同
じ
労
働
条
件
に
あ
る
女
性
や
外
国

人
労
働
者
の
悩
み
で
も
あ
る
こ
と
、
逆
に
「
男
性
の
悩
み
」
の
多
く
は
す
べ
て

の
男
性
に
共
有
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
見
え
て
く
る
に
違
い
な
い
」

（
江
原 

二
〇
一
九
、 
二
一
頁
）
か
ら
だ
。
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ひ
ょ
っ
と
す
る
と
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
男
性
に
と
っ
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学

は
、
こ
れ
ま
で
の
現
象
学
の
成
果
を
否
定
し
た
り
、
傷
つ
け
た
り
す
る
も
の
に
映

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
ほ
ど
、
経
験
の
記
述
か
ら

理
論
や
規
範
を
変
革
す
る
と
い
う
現
象
学
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
開
花
さ
せ
て
く

れ
る
も
の
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
江
原
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
自
分
の
知

識
の
妥
当
性
に
つ
い
て
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
知
識
を
相
対
化
す
る
能
力
」

を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、「
自
ら
の
知
識
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
イ
ア
ス
を
免
れ

て
い
る
」
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
︹
⋮
︺」（
江
原 

二
〇
一
二
、
二
六
二–

二
六
三
頁
）。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
も
客
観
的
な
記
述
を
目
指
す
現
象
学
者
で
あ
る

な
ら
、
自
身
の
知
覚
や
認
識
に
い
か
な
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
イ
ア
ス
も
な
い
な
ど

と
は
断
言
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
し
た
バ
イ
ア
ス
に
向
き
合
っ
て
、
自
明

視
さ
れ
て
き
た
知
覚
や
認
識
を
問
い
直
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
現
象
学
の
精
神
に

か
な
っ
た
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
註
】

1　

ス
コ
ッ
ト
自
身
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
経
験
を
無
批
判
に
取
り
上
げ
よ
う
と

す
る
実
証
主
義
的
な
歴
史
学
者
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
批
判
は

社
会
構
築
主
義
的
な
立
場
に
た
つ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、

現
象
学
に
対
し
て
繰
り
返
し
唱
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

2　

こ
う
し
た
点
は
、
江
原
由
美
子
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
を
め
ぐ
る
議
論
（
江

原 

二
〇
〇
一
）
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
き
た
批
判
（
山
根 

二
〇
一
〇
、
六
三–

六
五
頁
）
と
同
型
を
な
す
。

3　

魚
住
（
二
〇
二
一
）
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
が
向
き
合
う
べ
き
重
要
な

論
点
を
提
示
し
て
い
る
も
の
の
、『
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
入
門
』
の
読
解
に
つ

い
て
は
誤
読
や
矮
小
化
が
目
立
つ
。
例
え
ば
、
魚
住
は
中
澤
に
よ
る
ヤ
ン
グ
の

解
釈
は
「
曖
昧
模
糊
と
し
た
感
性
的
な
か
た
ち
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
が
経
験
さ

れ
る
」（
九
五
頁
）
と
誤
解
し
て
い
る
と
論
難
し
て
い
る
が
、
社
会
構
造
の
多
次

元
性
や
そ
こ
で
感
情
が
果
た
す
役
割
を
顧
み
よ
う
と
も
し
な
い
。
ま
た
、
魚
住

が
解
説
す
る
ヤ
ン
グ
の
議
論
の
背
景
（
九
二
頁
）
は
、
中
澤
（
二
〇
一
八
）
で

す
で
に
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
お
り
、
中
澤
が
そ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
て
ヤ
ン

グ
の
議
論
を
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
こ
う
し
た
矮
小
化
に
お
い
て

際
立
つ
の
は
、
魚
住
が
ヤ
ン
グ
の
議
論
に
向
け
る
注
意
深
さ
や
配
慮
の
数
分
の

一
程
度
も
、『
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
入
門
』
の
議
論
に
は
向
け
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
男
性
研
究
者
が
女
性
研
究
者
の
議
論
を
矮
小
化
し
て
批
判
す
る
傾

向
自
体
が
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
研
究
対
象
と
な
る
だ
ろ
う
が
、「
い
や
し
く

も
哲
学
者
を
名
乗
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
」、
ま
ず
は
自
ら
の
読
解
に
こ
う
し
た
傾

向
が
孕
ま
れ
て
い
な
い
か
思
い
を
は
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

4　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
こ
う
し
た
理
解
か
ら
出
発
し
て
、
性
自
認
や
性
的
指
向
と
い

う
概
念
を
捉
え
直
す
こ
と
で
、
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が

社
会
の
な
か
で
置
か
れ
て
い
る
立
場
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う
。
哲
学
的
観
点
か
ら
の
性
自
認
の
再
定
義
に
依
拠
し
て
、
シ
ス
ジ
ェ

ン
ダ
ー
特
権
を
問
い
直
す
論
考
と
し
て
は
西
條
（
二
〇
二
〇
）
を
参
照
。

5　

ヤ
ン
グ
も
ま
た
、
後
年
の
述
懐
で
、
こ
う
し
た
解
釈
を
退
け
て
い
る
（Young 

1998

）。

【
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【
邦
語
文
献
】

池
田
喬
（
二
〇
一
七
）「
品
川
哲
彦
氏
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
へ
の
応
答
︱
︱
倫
理
学
と

は
、
規
範
を
示
す
と
は
、
現
状
の
改
革
と
は
」、『
倫
理
学
論
究
』
第
四
巻
第

二
号
所
収
。

池
田
喬
・
小
手
川
正
二
郎
（
二
〇
二
一
）「「
人
種
化
す
る
知
覚
」
の
何
が
問
題
な
の

か
︱
︱
知
覚
予
期
モ
デ
ル
に
基
づ
く
現
象
学
的
考
察
」、『
思
想
』
一
一
六
九

号
所
収
。

稲
原
美
苗
・
川
崎
唯
史
・
中
澤
瞳
・
宮
原
優 

［
編
］（
二
〇
二
〇
）『
フ
ェ
ミ
ニ
ス

ト
現
象
学
入
門
』、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
。（
以
下
『
入
門
』
と
略
記
）

稲
原
美
苗
（
二
〇
二
〇
）「
な
ぜ
今
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
な
の
か
？
」
稲
原
ほ

か [

編]

『
入
門
』
所
収
。

魚
住
洋
一
（
二
〇
二
一
）「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
「
限
界
」 

︱
︱
稲
原
美
苗
・

川
崎
唯
史
・
中
澤
瞳
・
宮
原
優 

編 

『
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
入
門
』
を
読

む
」、『
倫
理
学
論
究
』
第
七
巻
第
一
号
所
収
。
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29 経験の記述は、なぜ批判的なのか

江
原
由
美
子
（
二
〇
〇
一
）『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
』、
勁
草
書
房
。

︱
︱
（
二
〇
一
二
）「
岩
波
人
文
書
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
寄
せ
て
」、『
自
己
決
定
権
と

ジ
ェ
ン
ダ
ー
』、
岩
波
書
店
、
所
収
。

︱
︱
（
二
〇
一
九
）「「
男
は
つ
ら
い
よ
型
男
性
学
」
の
限
界
と
可
能
性
︱
︱
ポ
ジ

シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
論
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
の
関
わ
り
で
」、『
女
性
学
』

第
二
九
号
所
収
。

川
崎
唯
史
・
小
手
川
正
二
郎
（
二
〇
二
〇
）「
男
だ
っ
て
つ
ら
い
？
」、
稲
原
ほ
か  

［
編
］『
入
門
』
所
収
。

小
手
川
正
二
郎
（
二
〇
二
〇
）『
現
実
を
解
き
ほ
ぐ
す
た
め
の
哲
学
』、
ト
ラ
ン
ス

ビ
ュ
ー
。

佐
藤
愛
（
二
〇
二
〇
）「
外
見
を
気
に
し
て
は
い
け
な
い
の
か
？
」、
稲
原
ほ
か 

［
編
］『
入
門
』
所
収
。

西
條
玲
奈
（
二
〇
二
〇
）「
シ
ス
特
権
と
ト
ラ
ン
ス
嫌
悪
言
説
の
分
析
︱
︱
ジ
ェ
ン

ダ
ー
帰
属
の
通
時
的
固
定
性
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
批
判
」、『
メ
タ
フ
ュ
シ
カ
』

第
五
一
号
所
収
。

清
水
晶
子
（
二
〇
二
〇
）「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
思
想
と
「
女
」
を
め
ぐ
る
政
治
」、

伊
藤
邦
武
ほ
か
編
『
世
界
哲
学
史
』
第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
所
収
。

中
澤
瞳
（
二
〇
一
五
）「「
女
性
」
の
身
体
経
験
に
つ
い
て
の
現
象
学
」、『
精
神
科

学
』
第
五
三
号
所
収
。

︱
︱
（
二
〇
一
八
）「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
︱
︱
規
範
を
生
き
る

身
体
の
経
験
」、
松
葉
祥
一
・
本
郷
均
・
廣
瀬
浩
司
編
『
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ

読
本
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
所
収
。

︱
︱
（
二
〇
二
〇
）「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
と
は
何
か
？
」、
稲
原
ほ
か 

［
編
］

『
入
門
』
所
収
。

羽
生
有
希
（
二
〇
一
九
）「
来
た
り
し
、
来
た
る
べ
き
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
︱
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
」、『
現
代

思
想
』（
総
特
集
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
）
所
収
。

平
山
亮
（
二
〇
一
九
）「「
男
性
性
に
よ
る
抑
圧
」
と
「
男
性
性
か
ら
の
解
放
」
で

終
わ
ら
な
い
男
性
性
研
究
へ
」、『
女
性
学
』
第
二
七
号
所
収
。

藤
高
和
輝
（
二
〇
二
〇
）「「
性
別
違
和
」
と
は
何
か
？
」、
稲
原
ほ
か 

［
編
］『
入

門
』
所
収
。

宮
原
優
（
二
〇
一
五
）「
月
経
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
困
難
︱
︱
身
体
に
つ
い
て

の
通
念
が
女
性
の
社
会
参
画
に
も
た
ら
す
問
題
点
」、『
理
想
』
第
六
九
五
号

（
特
集
「
男
女
共
同
参
画
」）
所
収
。

︱
︱
（
二
〇
二
〇
）「
な
ぜ
月
経
を
隠
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
」、
稲

原
ほ
か ［
編
］『
入
門
』
所
収
。

山
根
純
佳
（
二
〇
一
〇
）『
な
ぜ
女
性
は
ケ
ア
労
働
を
す
る
の
か
︱
︱
性
別
分
業
の

再
生
産
を
超
え
て
』、
勁
草
書
房
。

（
小
手
川
正
二
郎
・
こ
て
が
わ 

し
ょ
う
じ
ろ
う
・
國
學
院
大
学
）
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