
思
想
の
形
成
に
お
い
て
、
思
想
主
体
ま
た
は
思
想
そ
の
も
の
が
、
「
思
想
す
る
空
間
」
、
た
と
え
ば
「
家
」
で
あ
っ
た
り
「
故
郷
」

で
あ
っ
た
り
、
「
国
家
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
長
い
歴
史
を
通
し
て
培
養
さ
れ
て
き
た
共
同
性
に
深
く
根
ざ
す
場
合
と
、
そ

う
し
た
共
同
性
に
違
和
感
を
も
ち
、
そ
こ
か
ら
疎
外
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
に
思
想
の
基
盤
を
求
め

る
場
合
が
あ
る
。
前
者
の
よ
う
に
「
思
想
す
る
主
体
」
と
「
思
想
す
る
空
間
」
の
間
に
一
定
の
親
和
性
を
保
持
す
る
人
間
の
思
想

形
成
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
共
同
性
を
象
徴
す
る
「
日
本
」
と
の
間
に
本
質
的
な
葛
藤
は
う
み
だ
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
な
共
同
性
こ
そ
、
思
想
の
形
成
と
思
想
主
体
の
確
立
に
と
っ
て
の
姪
桔
で
あ
る
と
意
識
す
る
人
間
に
は
、
ま
さ
に
そ
の
共
同

性
と
分
か
ち
が
た
く
存
在
す
る
「
日
本
」
は
克
服
す
べ
き
思
想
課
題
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
「
日
本
」
の
異
郷
化
で
あ
る
。

異
質
な
文
化
や
思
想
が
交
わ
る
近
代
社
会
で
は
、
異
質
な
文
化
や
思
想
が
受
容
さ
れ
て
行
く
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
社

会
に
お
い
て
は
自
明
の
理
と
し
て
存
在
し
た
共
同
性
や
、
そ
れ
と
の
親
和
性
と
い
う
も
の
は
解
体
を
迫
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
共
同

性
の
喪
失
は
、
同
時
に
思
想
の
基
盤
と
な
る
も
の
の
喪
失
も
し
く
は
不
可
視
の
状
況
を
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
出
現
は
、

至
る
と
こ
ろ
で
様
々
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
。
た
と
え
ば
、
生
活
す
る
こ
と
と
思
想
す
る
こ
と
の
間
に
一
定
の
不
協
和
音
が
奏

で
ら
れ
る
状
況
は
、
あ
ら
た
な
思
想
の
基
盤
と
な
る
も
の
の
再
構
築
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
再
構
築
な
く
し
て
は
、
思

［
平
成
十
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集
・
近
代
思
想
史
に
お
け
る
「
異
郷
」
と
し
て
の
日
本

近
代
思
想
史
に
お
け
る
「
異
郷
」
と
し
て
の
日
本

沖
田
行
司
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想
は
た
だ
た
だ
脆
弱
化
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

近
代
日
本
の
思
想
家
に
突
き
付
け
ら
れ
た
課
題
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
強
烈
な
自
我
の
下
に
、
個
の
自
立

を
は
か
り
、
ま
た
は
近
代
国
民
国
家
を
支
え
る
個
の
主
体
性
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
思
想
家
に
と
っ
て
、
彼
ら
が
生
活
す
る
「
場
」

Ⅱ
共
同
性
は
、
彼
ら
の
思
想
を
心
地
よ
く
受
け
と
め
、
培
養
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
自
明
の
理
と
さ
れ
て
き
た
共
同
性
は
、

む
し
ろ
彼
ら
を
疎
外
す
る
「
異
郷
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

大
坂
か
ら
中
津
に
帰
郷
し
た
福
沢
諭
吉
に
と
っ
て
、
中
津
は
ま
さ
に
「
異
郷
」
の
地
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
あ
っ
た
共
同
性
は
福

沢
を
受
け
入
れ
、
福
沢
自
身
の
主
体
性
を
確
立
す
る
基
盤
と
な
る
に
は
程
遠
く
、
福
沢
を
疎
外
す
る
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か

っ
た
。
福
沢
の
こ
の
「
故
郷
喪
失
」
の
原
体
験
は
、
彼
の
思
想
形
成
に
大
き
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
福
沢
の
故
郷
喪
失
は

単
な
る
感
傷
的
な
喪
失
意
識
に
止
ま
ら
ず
、
門
閥
制
度
に
象
徴
さ
れ
る
、
故
郷
の
思
想
的
風
士
へ
の
積
極
的
な
批
判
と
い
う
方
向

に
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
福
沢
の
思
想
の
営
み
に
お
い
て
、
思
想
の
基
盤
と
な
っ
た
も
の
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
と
り
わ
け
、
個
の
確
立
と
そ
れ
を
保
証
す
る
国
家
の
独
立
と
い
う
福
沢
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
構
想
は
、
そ
れ
ま
で
の
福
沢

を
取
り
巻
い
て
き
た
因
習
に
満
ち
た
旧
世
界
と
の
決
別
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
福
沢
に
と
っ
て
、
既
存
の
共
同
性
を
象
徴

す
る
「
日
本
」
は
、
思
想
と
し
て
い
か
な
る
意
味
合
い
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
「
異
郷
」
化
は
な
さ
れ
た
の
か
な
さ

れ
な
か
っ
た
の
か
。
な
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
。
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
何
故
な
さ
れ

な
か
っ
た
の
か
。
露
口
報
告
は
そ
う
し
た
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
、
西
洋
文
明
を
象
徴
す
る
宗
教
を
立
脚
点
と
し
て
思
想
を
形
成
し
た
内
村
鑑
三
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教

を
異
教
視
す
る
日
本
の
共
同
性
は
、
内
村
の
主
観
的
な
意
図
と
思
い
入
れ
と
は
無
関
係
に
、
「
異
郷
」
と
し
て
内
村
に
迫
る
も
の

で
あ
っ
た
。
後
に
内
村
は
日
本
に
生
ま
れ
た
こ
と
と
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と
な
っ
た
こ
と
を

後
悔
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
と
く
に
ア
メ
リ
カ
留
学
が
な
け
れ
ば
「
日
本
国
の
悪
き
所
が
見
え
ず
し
て
其
改
革
の
要
」
を
認
め
る

こ
と
も
な
か
っ
た
し
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
な
ら
な
け
れ
ば
心
に
「
大
理
想
」
も
湧
き
い
ず
る
こ
と
な
く
、
「
忠
君
愛
国
論
」
に

安
住
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
回
顧
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
不
敬
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
内
村
が
こ
の
日
本
社

会
で
身
を
処
す
る
上
に
非
常
な
困
難
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
「
二
つ
の
Ｊ
」
に
仕
え
る
内
村
に
と
っ
て
、
「
二
つ
の
Ｊ
」
に
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不
寛
容
で
あ
り
、
内
村
自
身
を
疎
外
し
た
日
本
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
共
同
性
と
戦
い
、
ど
の
よ
う
な
共
同
性
と

和
解
し
た
の
か
。
原
島
報
告
は
こ
の
課
題
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

超
国
家
主
義
の
時
代
か
ら
、
暖
昧
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
可
能
性
を
も
っ
と
信
じ
た
戦
後
民
主
主
義
の
時
代
を
、
ひ
た
す
ら
個

人
の
主
体
性
の
確
立
と
近
代
市
民
と
し
て
の
自
立
を
求
め
て
生
き
た
丸
山
眞
男
に
と
っ
て
、
個
人
の
自
立
と
主
体
性
を
許
容
し
よ

う
と
し
な
い
所
与
の
日
本
は
、
「
異
郷
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
超
近
代
と
前
近
代
と
の
同
居
に
日
本
近
代
の
特
性
を
発
見
し
、

そ
の
究
明
を
思
想
史
研
究
の
モ
チ
ー
フ
と
し
た
丸
山
は
、
天
皇
制
国
家
の
政
治
支
配
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
分
析
を
通
し
て
、
日
本

社
会
の
病
理
を
析
出
し
よ
う
と
す
る
。
精
神
的
権
威
と
政
治
権
力
を
併
せ
も
っ
た
天
皇
の
絶
対
性
は
個
人
の
内
面
の
自
由
、
あ
ら

ゆ
る
私
事
性
を
規
制
す
る
原
理
と
し
て
貫
徹
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
丸
山
が
天
皇
制
に
向
け
た
批
判
は
、
丸
山
が
福
沢
に
つ
い
て

述
べ
た
「
日
本
人
の
思
考
様
式
と
日
常
的
な
生
活
態
度
に
対
す
る
そ
の
透
徹
し
た
批
判
」
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
丸
山
の
思
想

が
立
脚
す
る
日
本
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
。
天
皇
制
を
軸
と
し
た
日
本
の
共
同
性
を
「
異
郷
」
化
す
る
時
、
丸
山
に
見
え
た

日
本
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
西
田
報
告
は
こ
の
問
題
を
視
野
に
入
れ
て
、
近
代
思
想
史
に
お
け
る

丸
山
の
存
在
を
再
度
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
の
近
代
思
想
家
を
代
表
す
る
こ
の
三
者
の
思
想
に
観
念
と
し
て
内
在
化
さ
れ
、
再
構
築
さ
れ
た
「
日
本
」
と
現
実
の
日
本

と
の
違
和
感
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
「
異
郷
」
と
い
う
用
語
を
想
定
し
た
。
さ
ら
に
、
「
近
代
思
想
史
に
お
け
る
『
異
郷
』
と

し
て
の
日
本
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
終
焉
が
宣
告
さ
れ
、
ボ
ー
ダ
レ
ス
の
時
代
を
迎
え
て
国
家
の
境
界
が
暖
昧

と
な
り
、
い
よ
い
よ
思
想
の
基
盤
が
不
可
視
に
な
っ
て
い
る
現
代
日
本
の
思
想
状
況
を
視
野
の
内
に
入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
も

中
国
に
お
い
て
「
日
本
の
思
想
」
は
可
能
な
の
か
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
「
日
本
の
思
想
」
は
有
効
性
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
「
日
本
の
思
想
」
は
ア
メ
リ
カ
を
「
異
郷
」
化
す
る
事
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
「
日
本
の
思
想
」
の
可
能
性

を
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
「
異
郷
と
し
て
の
日
本
」
で
形
成
さ
れ
る
思
想
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お

い
て
生
み
出
さ
れ
た
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
は
世
界
の
い
た
る
と
こ
ろ
の
劇
場
で
様
々
な
言
語
に
転
換
さ
れ
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
そ
の
国
の
文
化
の
一
部
と
し
て
定
着
し
た
時
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
に
と
っ
て
の
イ
ギ
リ
ス
は
周
縁
化
さ
れ
て
、

ふ
め
》
フ
（
〕
○
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
設
定
に
あ
た
り
、
幾
度
か
議
論
を
重
ね
た
が
、
必
ず
し
も
報
告
者
に
共
通
し
た
認
識
が
成
立
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
三
人
の
思
想
家
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
「
日
本
」
像
が
確
立
し
て
お
り
、

「
異
郷
と
し
て
の
日
本
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
必
ず
し
も
馴
染
ま
な
い
思
想
特
質
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
見
方
も
存
在
し
た
。
し
た

が
っ
て
、
日
本
を
「
異
郷
」
視
す
る
観
念
の
副
出
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
視
点
で
日
本
の
近
代
思
想
を
再

点
検
す
る
こ
と
の
意
義
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
の
企
画
の
意
図
は
半
ば
達
成
さ
れ
た
と
い
え
る
。

も
は
や
中
心
で
は
あ
り
え
な
く
な
る
よ
う
に
、
日
本
の
再
構
築
を
促
し
た
「
異
郷
と
し
て
の
日
本
」
の
発
見
は
、
日
本
の
脱
中
心

化
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
西
洋
の
脱
中
心
化
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
意
味
に
お

い
て
、
近
代
日
本
の
思
想
史
に
お
い
て
、
「
異
郷
と
し
て
の
日
本
」
が
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な

い
て
、
近
代
日
本
の
思
想
史
に
お
い
て
、

思
想
史
研
究
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
た
。

（
同
志
社
大
学
教
授
）
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