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ま
え
が
き

問
題
と
し
て
の「
欲
望
」

原
　
和
之

　
二
〇
一
〇
年
春
に
始
動
し
た
Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｐ
中
期
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
精
神
分
析
と
欲
望
の
エ
ス
テ
テ
ィ
ク
ス
」
は
、
初
年
度
に
あ
た

る
二
〇
一
〇
年
度
、
七
名
の
研
究
者
を
内
外
か
ら
招
い
て
講
演
会
・
共
同
セ
ミ
ナ
ー
等
を
開
催
し
た
ほ
か
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
メ
ン

バ
ー
に
よ
る
レ
ク
チ
ャ
ー
、
第
三
回
国
際
精
神
分
析
・
哲
学
学
会
に
お
け
る
研
究
発
表
な
ど
の
活
動
を
行
っ
た
。
本
書
は
そ
の

一
端
を
伝
え
る
べ
く
、
う
ち
二
名
の
海
外
研
究
者
に
よ
る
計
四
回
の
講
演
に
あ
た
っ
て
準
備
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
日
本
語
訳
と
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
た
若
手
研
究
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
お
こ
な
っ
た
口
頭
発
表
を
日
本
語
論
文
に
ま
と
め
た
も
の
を
集

め
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
最
初
の
刊
行
物
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
活
動
が
展
開
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
出
発

点
と
な
っ
た
構
想
に
つ
い
て
、
は
じ
め
に
簡
単
に
説
明
し
た
い
。

＊
　
元
来
ヒ
ス
テ
リ
ー
へ
の
治
療
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
登
場
し
た
精
神
分
析
を
、
人
文
学
の
文
脈
で
あ
ら
た
め
て
問
題
に
す
る

意
義
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
創
始
者
で
あ
る
フ
ロ
イ
ト
自
身
が
、
文
学
を
は
じ
め
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と
す
る
芸
術
作
品
や
歴
史
、
民
俗
学
な
ど
を
参
照
す
る
こ
と
で
自
ら
の
思
考
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
。
精
神
分
析
家
の
養
成
に

は
、
人
文
学
的
な
素
養
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
。
さ
ら
に
二
〇
世
紀
の
人
文
学
の
展
開
の
中
で
、
精
神
分
析
が

さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
参
照
さ
れ
、
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
と
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
点
か
ら
確
認
さ
れ
る
精
神
分
析
と

人
文
学
の
密
接
な
相
互
関
係
の
背
後
に
は
、
そ
も
そ
も
精
神
分
析
を
登
場
せ
し
め
、
人
文
知
の
表
舞
台
へ
と
呼
び
出
す
こ
と
に

な
っ
た
、
西
欧
に
お
け
る
大
規
模
な
知
の
地
殻
変
動
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
を
問
い
続
け
た
ミ
シ
ェ
ル
・

フ
ー
コ
ー
は
、
講
義
『
主
体
の
解
釈
学
』
の
な
か
で
、
真
理
を
め
ぐ
る
二
つ
の
立
場
の
相
克
と
し
て
こ
れ
を
提
示
し
た
。
西
欧

哲
学
史
の
な
か
で
は
、
認
識
に
よ
る
真
理
と
い
う
考
え
方
が
優
勢
を
占
め
て
い
る
か
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
、
主
体
自
身

の
変
容
を
と
お
し
て
真
理
に
到
達
す
る
と
い
う
考
え
方
が
同
等
の
重
要
性
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
た
と
フ
ー
コ
ー
は
指
摘
す

る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
自
己
認
識 connaissance de soi

」
と
「
自
己
へ
の
配
慮 souci de soi

」
と
い
う
こ
れ
ら
二
つ
の
契
機
の
う

ち
、
お
お
む
ね
デ
カ
ル
ト
を
境
に
し
て
前
者
の
立
場
が
優
勢
と
な
り
、
主
体
の
変
容
は
な
く
と
も
認
識
に
よ
っ
て
真
理
に
到
達

で
き
る
と
い
う
考
え
方
が
支
配
的
と
な
っ
た
が
、
一
九
世
紀
に
は
そ
れ
と
逆
方
向
の
シ
フ
ト
が
生
じ
、
主
体
の
変
容
を
ふ
た
た

び
前
面
化
す
る
潮
流
が
登
場
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
精
神
分
析
は
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
治
癒
経
験
を
手
が
か
り
に
、
ま
さ

に
（
無
意
識
の
欲
望
の
）
認
識
こ
そ
が
（
症
状
の
解
消
と
い
う
）
主
体
の
出
来
事
を
生
ぜ
し
め
る
の
だ
と
主
張
し
た
と
い
う
点

で
、
特
異
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
ど
の
よ
う
に
し
て
ひ
と
は
「
知
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
変
わ
る
」
の
か
。
精
神
分
析
が
そ
の
理
論
的
な
作
業
の
な
か
で
行
お

う
と
し
て
き
た
こ
と
は
、
こ
の
認
識
と
出
来
事
の
特
異
な
絡
み
合
い
に
光
を
あ
て
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、

こ
う
し
た
フ
ー
コ
ー
的
な
構
想
の
中
で
の
精
神
分
析
の
位
置
が
見
通
せ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
精
神
分
析
の
内
部
で
生
じ

た
一
定
の
理
論
的
精
緻
化
と
そ
れ
に
と
も
な
う
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー

―
一
九
世
紀
数
学
の
解
析
分
野
で
生
じ
た
変
化
に
続
く
、

も
う
一
つ
の
「
分
析
革
命
」

―
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
ラ
カ
ン
で
あ
り
、
彼
の
思
考
が
内

包
す
る
「
欲
望
を
め
ぐ
る
誇
張
的
懐
疑
」
と
で
も
い
う
べ
き
契
機
で
あ
る
。
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そ
も
そ
も
精
神
分
析
の
根
幹
を
な
す
「
無
意
識
の
欲
望
」
の
主
張
は
、
そ
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
立
場
を
生
み
出
し

て
き
た
。
こ
の
点
は
、「
解
釈
」
と
い
う
か
た
ち
で
こ
の
主
張
に
は
じ
め
て
接
し
た
フ
ロ
イ
ト
の
患
者
た
ち
も
例
外
で
は
な
い
。

例
え
ば
一
方
の
極
に
、
フ
ロ
イ
ト
の
解
釈
が
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
る
「Exoriar(e) ex nostris ossibus ultor

」
の
言
い
間

違
い
（『
日
常
生
活
の
精
神
病
理
学
』）
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
他
方
の
極
に
は
解
釈
に
対
す
る
患
者
の
拒
否
が
や

が
て
分
析
関
係
の
中
断
を
引
き
起
こ
す
に
い
た
る
『
症
例
ド
ー
ラ
』
の
よ
う
な
事
例
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
後
者
の
よ

う
な
事
例
が
、
や
が
て
患
者
が
示
す
「
抵
抗
」
と
し
て
フ
ロ
イ
ト
の
技
法
論
の
な
か
で
前
景
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
無
意
識
の
欲
望
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
は

―
フ
ロ
イ

ト
自
身
は
決
し
て
こ
れ
を
認
識
論
的
な
問
題
と
し
て
定
式
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も

―
彼
の
精
神
分
析
の
問
い
の

核
に
位
置
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
こ
れ
に
続
い
て
ラ
カ
ン
が
踏
み
出
し
た
一
歩
と
は
、
こ
の
無
意
識
の
欲
望
の
所
与
性
が
持
つ
問
題
を
は
ら
ん
だ
性
格
を
、

欲
望
の
所
与
性
一
般
に
拡
張
し
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
す
で
に
他
の
と
こ
ろ
で
も
論
じ
た
点
だ
が
、
ラ
カ
ン
は
一
九
三
二
年
の

医
学
博
士
論
文
で
精
神
医
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
と
い
う
課
題
に
取
り
組
む
う
ち
に
、
そ
も
そ
も
他
者
の
欲
望
は
け
っ
し
て

「
事
実
」
の
水
準
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
知
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
「
要ポ

ス
チ
ュ
ラ

請
」
の
水
準
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
る
よ
う
に
な
る
。
確
か
に
私
は
、
他
者
が
自
分
と
同
じ
よ
う
に
欲
望
す
る
存
在
だ
と
い
う
こ
と
を
自
明
な
こ
と
と
考
え
て

い
る
。
あ
る
い
は
こ
と
さ
ら
に
そ
う
考
え
る
こ
と
が
な
く
と
も
、
そ
れ
を
当
た
り
前
と
し
て
振
舞
っ
て
い
る
。
し
か
し
正
常
と

さ
れ
る
人
で
も
他
者
の
欲
望
の
事
実
に
つ
い
て
誤
る
こ
と
が
あ
り
う
る
し
（
フ
ロ
イ
ト
が
「
不
気
味
な
も
の
」
の
手
が
か
り
と

し
て
挙
げ
て
い
た
、
人
間
と
間
違
え
ら
れ
る
人
形
オ
リ
ン
ピ
ア
の
例
を
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
）、
ま
た
実
際
に
あ
り
も
し
な

い
他
者
の
欲
望
を
あ
る
と
思
い
込
む
症
状
（
パ
ラ
ノ
イ
ア
）
が
存
在
す
る
以
上
、
そ
の
自
明
性
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
わ
け
に

は
ゆ
か
な
い
。
そ
れ
で
は
他
者
の
欲
望
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
そ
の
対
象
と
い
う
点
だ
け
で
な
く
、
そ
の
存
在
と
い
う
点
で
も
不

確
か
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
こ
の
誇
張
的
懐
疑
の
立
場
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、
そ
も
そ
も
他
者
に
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つ
い
て
、
と
り
わ
け
そ
の
心
に
つ
い
て
何
か
を
知
り
う
る
と
い
う
可
能
性
が
決
定
的
に
喪
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

そ
し
て
こ
こ
か
ら
次
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
我
々
は
、
事
実
と
し
て
存
在
す
る
欲
望
を
知
覚
の
よ
う
な
仕
方
で

受
け
取
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
我
々
は
、
他
者
に
つ
い
て
何
か
を
知
り
た
い
と
い
う
、
知
の
欲
望
に
従
う
限
り
で
、

他
者
が
欲
望
す
る
と
い
う
こ
と
を
欲
望
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
者
の
欲
望
と
は
そ
も
そ
も
、
こ
の
「
主
体
に
お
け
る
他
者
の

欲
望
の
欲
望
」
に
呼
応
し
て
現
れ
る
も
の
な
の
だ
。
そ
し
て
、
理
解
不
能
な
他
者
た
る
パ
ラ
ノ
イ
ア
患
者
を
、
に
も
か
か
わ
ら

ず
理
解
し
よ
う
と
し
て
自
罰
の
欲
望
を
想
定
す
る
精
神
医
学
者
と
、
自
分
の
人
生
の
惨
め
な
失
敗
を
説
明
し
受
け
入
れ
可
能
に

し
て
く
れ
る
よ
う
な
他
者
の
好
意
や
悪
意
を
確
か
な
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
思
い
込
ん
で
し
ま
う
パ
ラ
ノ
イ
ア
患
者
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
お
び
か
さ
れ
た
知
を
欲
望
の
想
定
に
よ
っ
て
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
、
こ
の
同
じ
機
制
に
従
っ
て

い
る
の
だ
。
こ
う
し
て
他
者
の
欲
望
に
つ
い
て
の
誇
張
的
懐
疑
の
瞬
間
を
経
て
、
他
者
の
欲
望
が
、
そ
の
対
象
と
い
う
点
だ
け

で
な
く
、
そ
の
存
在
と
い
う
点
で
す
で
に
「
問
題
」
と
し
て
あ
る
、
と
す
る
視
座
が
確
保
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
出
発
し

て
、
の
ち
に
ラ
カ
ン
は
分
析
関
係
の
主
体
と
エ
デ
ィ
プ
ス
の
主
体
が
い
ず
れ
も
こ
の
問
題
と
し
て
の
「
欲
望
」
を
軸
と
し
て
構

造
化
さ
れ
て
い
る
と
す
る
観
点
か
ら
、
精
神
分
析
の
形
式
化
を
推
し
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
欲
望
は
徹
頭
徹
尾
「
問
題
」
と
し
て
あ
る
。
ラ
カ
ン
の
言
う
「
フ
ァ
ル
ス
」
は
、
こ
の
問
題
と
し
て
の
「
欲
望
」
に
与
え
ら

れ
た
理
論
的
分
節
化
に
他
な
ら
な
い
。（
そ
し
て
フ
ァ
ル
ス
を
「
問
題
的
な
も
の le problém

atique

」
と
し
て
位
置
づ
け
た
ド
ゥ

ル
ー
ズ
は
、
こ
う
し
た
ラ
カ
ン
の
構
想
を
こ
の
上
な
く
正
確
に
捉
え
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。）「
問
題
」
で
あ
る
、
と

は
こ
の
場
合
、
ど
こ
か
に
独
立
し
て
欲
望
が
存
在
し
て
、
そ
れ
が
不
十
分
に
し
か
表
現
さ
れ
ず
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
ラ
カ
ン
が
「
欲
望
と
そ
の
解
釈 Le désir et son interprétation

」
と
い
う
セ
ミ
ネ
ー
ル
の
タ
イ
ト
ル
を
、「
欲
望

は
そ
の
解
釈 Le désir est son interprétation

」
と
読
み
替
え
る
こ
と
で
示
そ
う
と
し
た
の
は
、
彼
の
初
期
の
構
想
か
ら
直
接
に

帰
結
す
る
、
そ
う
し
た
欲
望
の
抜
き
難
い
問
題
性
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
読
み
替
え
は
さ
ら
に
、
精
神
分
析
を
素
朴
な
記
号
論
を
超
え
て
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
も
あ
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る
。
そ
れ
は
、
意
味
す
る
モ
ノ
、
何
か
を
「
言
わ
ん
と
す
る vouloir dire

」
モ
ノ

│
こ
の
表
現
に
は
「
望
む
こ
と vouloir

」

が
は
っ
き
り
と
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う

│
と
し
て
の
「
言
語
」
を
、
そ
う
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
モ
ノ
に
解
釈
を
介
し
て
拡
張
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
実
際
に
は
記
号
な
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
た
だ
記

号
化
が
あ
る
だ
け
だ
か
ら
だ
。
そ
し
て
そ
の
記
号
化
の
中
に
は
、
ど
ん
な
に
わ
ず
か
で
あ
れ
、
つ
ね
に
主
体
性
の
契
機
が
内
包

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
他
者
の
欲
望
が
あ
っ
て
ほ
し
い
と
望
む
、
主
体
の
欲
望
の
契
機
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
意

味
で
、「
他
者
の
欲
望
は
ど
の
よ
う
に
し
て
与
え
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
は
、
そ
の
所
与
性
の
重
要
な
構
成
要
素
の
う
ち

に
、
主
体
の
欲
望
が
抜
き
難
く
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ラ
カ
ン
が
自
ら
の
他
者
の
欲
望
を
め

ぐ
る
議
論
を
、「
超
越
論
的
感
性
論 esthétique transcendantale

」
な
ら
ぬ
「
超
越
論
的
倫
理 éthique transcendantale

」（
セ
ミ

ネ
ー
ル
『
不
安
』）
と
呼
ん
だ
一
つ
の
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。

　
言
い
換
え
れ
ば
、
ラ
カ
ン
の
構
想
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
欲
望
の
所
与
性
を
め
ぐ
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
主
観
主
義
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
主
観
主
義
の
も
と
で
、
言
語
と
対
象
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
意
味
す
る
モ
ノ
と
そ
れ
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
こ
と

し
か
し
な
い
モ
ノ
と
い
う
実
体
的
な
区
別
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
記
号
化
な
い
し
解
釈
の
営
み
の
二
つ
の
様
態
と
し
て
現
れ
て

く
る
。
す
な
わ
ち
他
者
の
欲
望
を
支
え
て
い
る
は
ず
の
主
体
の
欲
望
が
見
落
と
さ
れ
、
あ
た
か
も
他
者
の
欲
望
が
自
立
し
て
い

る
か
の
よ
う
に
し
て
現
れ
て
く
る
記
号
化
=
解
釈
と
、
他
者
の
欲
望
が
主
体
の
う
ち
に
根
を
も
つ
こ
と
が
決
し
て
忘
れ
ら
れ
る

こ
と
が
な
い
よ
う
な
記
号
化
＝
解
釈
の
違
い
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
う
し
た
フ
ロ
イ
ト
=
ラ
カ
ン
思
想
が
も
た
ら
し
た
「
欲
望
」
を
め
ぐ
る
視
座
の
転
換
と
相
関
し
て
、
そ
の
理
論
的

な
課
題
も
大
き
く
変
化
す
る
。
問
題
な
の
は
も
は
や
、
他
者
の
欲
望
を
正
し
く
言
い
当
て
る
こ
と
や
、
そ
の
欲
望
に
つ
い
て
の

知
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
正
解
が
あ
り
え
ず
、
解
釈
と
し
て
し
か
あ
り

え
な
い
欲
望
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
問
い
に
付
さ
れ
、
想
定
さ
れ
、
断
言
さ
れ
、
そ
し
て
ま
た
あ
ら
た
め
て
問
い
に
付
さ
れ
る
プ

ロ
セ
ス
を
解
明
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
問
題
と
し
て
の
「
欲
望
」
が
成
立
す
る
た
め
の
諸
条
件
と
、
そ
の
答
え
の
試
み
に
お
い
て
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機
能
し
て
い
る
一
定
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
解
明
の
中
で
は
、
他
者
の
欲

望
は
あ
る
か
な
い
か
の
二
分
法
に
従
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
問
い
の
立
て
方
に
応
じ
て
、
そ
し
て
そ
こ
で
主
体
が
と
り
う
る
ポ

ジ
シ
ョ
ン
に
応
じ
て
、
多
様
な
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
で
現
れ
て
く
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
そ
の
あ
ら
ゆ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
お

い
て
把
握
す
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
欲
望
の
問
題
が
立
ち
現
れ
る
場
で
あ
る
文
化
の
広
い
領
域
を
包
摂
す
る
視

野
と
と
も
に
、
一
般
に
他
者
と
の
対
峙
と
い
う
経
験
に
固
有
の
所
与
性
を
問
う
、
独
自
の
感エ

ス
テ
テ
ィ
ク
ス

性
論
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。

＊
　
こ
う
し
て
拓
か
れ
た
「
精
神
分
析
と
欲
望
の
エ
ス
テ
テ
ィ
ク
ス
」
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
な
か
で
は
、
ま
ず
「
欲
望
」
概

念
の
批
判
的
検
討
を
通
し
て
、
そ
の
問
題
と
し
て
の
性
格
を
注
意
深
く
維
持
す
る
こ
と
が
不
可
欠
に
な
る
が
、
本
書
に
収
録
さ

れ
た
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
サ
フ
ァ
ト
ル
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
グ
イ
ヨ
マ
ー
ル
両
氏
に
よ
る
講
演
は
、「
欲
望
」
概
念
を
、
そ
れ
が
は

ま
り
込
み
か
ね
な
い
精
神
分
析
内
外
の
特
定
の
理
論
化
の
文
脈
か
ら
解
放
す
る
視
点
と
手
法
を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
や
り
方
で

提
示
し
て
お
り
、
上
で
述
べ
た
批
判
的
検
討
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
若
手

研
究
者
も
、
本
書
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
が
示
す
と
お
り
、
こ
う
し
た
先
達
の
姿
に
導
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
か
ら
精
神

分
析
と
人
文
学
の
新
た
な
関
係
を
模
索
し
は
じ
め
て
い
る
。
ま
だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
の
こ
の
試
み
で
あ
る
が
、
今
後
の
さ
ら

な
る
展
開
の
た
め
に
も
、
多
く
の
方
か
ら
ご
意
見
を
賜
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。


