
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
時
間
と
歴
史
に
つ
い
て

栁

川

耕

平

は
じ
め
に

｢歴
史
﹂
と
﹁
時
間
﹂
の
関
係
は
曖
昧
で
あ
る
︒
日
常
的
感
覚
の
水
準
に
お
い

て
両
者
は
確
か
に
区
別
さ
れ
て
い
る
が
︑
よ
く
似
た
意
味
で
︑
場
合
に
よ
っ
て
は

同
じ
意
味
で
理
解
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
︒
哲
学
に
お
い
て
も
︑
例
え
ば
カ
ン
ト
は

﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
で
経
験
の
形
式
と
し
て
の
時
間
を
扱
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
と

は
別
に
歴
史
に
関
し
て
も
議
論
を
展
開
し
て
い
る(

)
︒
両
者
は
あ
な
が
ち
無
関
係
で

1

も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
大
雑
把
に
見
た
と
し
て
も
や
は
り
同
じ
内
容
の
議

論
に
は
見
え
な
い
︒
ま
た
︑
本
稿
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
歴
史
お
よ
び
時
間
を
扱
う

が
︑
彼
の
思
想
に
お
い
て
も
事
情
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
︒
確
か
に
フ
ッ
サ
ー

ル
は
時
間
論
の
文
脈
で
歴
史
を
扱
い
︑
そ
の
意
味
で
両
者
は
近
し
い
と
考
え
ら
れ

る
が
︑
こ
れ
は
あ
く
ま
で
後
期
時
間
論
に
限
っ
た
話
で
あ
る
︒
初
期
・
中
期
時
間

論
に
お
い
て
歴
史
が
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
お
ろ
か
︑
歴
史
と
い
う
言
葉

が
登
場
す
る
こ
と
す
ら
ほ
と
ん
ど
な
く
︑
こ
こ
に
注
目
す
れ
ば
両
者
の
近
し
さ
に

つ
い
て
留
保
を
つ
け
た
く
な
る
︒
そ
し
て
両
者
の
関
係
は
あ
ま
り
明
示
的
に
は
語

ら
れ
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
︑
日
常
的
な
理
解
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
︑
フ
ッ
サ
ー

ル
の
思
想
に
お
い
て
も
︑
そ
れ
以
外
の
哲
学
思
想
に
お
い
て
も
︑
歴
史
と
時
間
の

関
係
は
曖
昧
だ
と
言
え
る
︒

こ
れ
を
受
け
て
本
稿
で
は
︑
時
間
と
歴
史
は
い
か
な
る
点
で
共
通
し
︑
い
か
な

る
点
で
異
な
る
か
︑
と
い
う
問
い
を
扱
う
︒
そ
し
て
こ
の
問
い
に
ひ
と
ま
ず
答
え

る
に
あ
た
っ
て
︑
本
稿
は
﹁
統
一
性
﹂
と
い
う
観
点
を
設
定
し
た
い
︒
本
稿
で
の

結
論
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
両
者
は
と
も
に
統
一
性

を
持
ち
︑
そ
し
て
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
体
験
を
支
え
る
︒
他
方
で
︑
歴
史

の
統
一
性
の
成
立
に
は
﹁
人
格

P
erson
﹂
と
し
て
の
意
識
主
観
の
努
力
︑
さ
ら

に
複
数
の
人
格
の
連
携
が
必
要
で
あ
る
の
に
対
し
︑
時
間
の
統
一
性
は
︑
人
格
は

お
ろ
か
純
粋
自
我
と
し
て
の
意
識
主
観
の
関
与
す
ら
必
要
と
せ
ず
︑
し
か
も
ひ
と

ま
ず
は
複
数
の
意
識
の
関
与
無
し
で
も
構
成
さ
れ
得
る
︒

一
．

統
一
的
な
時
間

一
．

一
．

自
ら
を
構
成
す
る
体
験
流

最
初
に
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
に
お
い
て
時
間
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
扱

わ

れ

て

い

る

か

を

確

認

す

る
︒
本

稿

は
﹁
時

間
﹂
と

し

て

体

験

流

E
rleb
n
isstrom
を
想
定
す
る
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
は
時
間
を
﹁
宇
宙
時
間
﹂
や
﹁
客

観
的
時
間
﹂
や
﹁
体
験
流
﹂
と
い
っ
た
い
く
つ
か
の
階
層
に
分
け
て
考
察
し
て
い

る
が
︑
後
述
の
よ
う
に
︑
体
験
流
は
他
の
時
間
の
根
源
と
し
て
想
定
さ
れ
︑
ま
た

彼
が
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
︒
以
上
を
踏
ま
え
る
と
︑
考
察
対
象

を
体
験
流
と
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
な
お
フ
ッ
サ
ー
ル
は
︑
意

識
流

B
ew
u
sstsein
sstrom
や(

)
︑
よ
り
簡
潔
に
﹁
流
れ
﹂
と
い
う
表
現
を
用
い

2

る
こ
と
が
あ
り
︑
さ
ら
に
﹁
流
れ
﹂
と
い
う
表
現
に
関
し
て
は

S
trom
を
用
い

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
時
間
と
歴
史
に
つ
い
て

一
二
一
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る
場
合
と

F
lu
ss
を
用
い
る
場
合
︵
さ
ら
に
は
こ
れ
ら
の
動
詞
形
を
用
い
る
場
合
︶

が
あ
る
が
︑
本
稿
の
論
述
に
影
響
が
出
る
よ
う
な
差
異
は
無
い
た
め
︑
今
回
は
こ

れ
ら
全
て
の
代
表
と
し
て
﹁
体
験
流
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
︒

で
は
︑
そ
も
そ
も
体
験
流
と
は
何
か
︒
例
え
ば
フ
ッ
サ
ー
ル
は
﹃
イ
デ
ー
ン

Ⅰ
﹄
に
お
い
て
︑
体
験
流
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

こ
の
現﹅

象﹅

学﹅

的﹅

な﹅

時
間
︑︹
す
な
わ
ち
︺
一
つ
の
体
験
流
に
お
け
る
︵
一
つ

の
純
粋
自
我
の
体
験
流
に
お
け
る
︶
全
て
の
体
験
の
こ
の
統
一
的
な
形
式
と
︑

﹁
客
観
的
な
﹂︑
つ
ま
り
宇
宙
的
な
時
間
と
の
区
別
は
大
い
に
注
意
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
︵
III-1
180-181︶

引
用
全
体
で
は
﹁﹃
客
観
的
な
﹄︑
つ
ま
り
宇
宙
的
な
時
間
﹂
と
﹁
現
象
学
的
な
時

間
﹂
の
区
別
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
そ
の
現

象
学
的
な
時
間
が
﹁
一
つ
の
体
験
流
に
お
け
る
全
て
の
体
験
の
こ
の
統
一
的
な
形

式
﹂
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
体
験
流
を
主
語
に
し
て
言
い
換
え
る
と
︑
体
験

流
と
は
︑
現
象
学
的
な
時
間
を
統
一
形
式
と
し
て
︑
体
験
が
統
一
さ
れ
た
も
の
だ

と
言
う
こ
と
が
で
き
︑
ひ
と
ま
ず
こ
れ
が
体
験
流
の
定
義
と
な
る
︒
な
お
︑
体
験

の
統
一
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
は
︑
体
験
に
明
確
な
切
れ
目
を
入
れ
る
こ

と
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
例
え
ば
コ
ー
ス
料

理
を
味
わ
う
場
合
︑
全
体
の
賞
味
を
一
つ
の
体
験
と
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
︑
そ

の
中
の
主
菜
の
賞
味
を
一
つ
の
体
験
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
体

験
の
区
分
の
基
準
は
曖
昧
・
恣
意
的
で
あ
り
︑
体
験
の
統
一
に
関
し
て
︑
そ
れ
が

複
数
の
体
験
同
士
の
統
一
な
の
か
︑
一
つ
の
体
験
が
ま
と
ま
り
を
も
つ
こ
と
な
の

か
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い
し
︑
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
︒

体
験
流
に
つ
い
て
の
上
の
定
義
を
素
朴
に
受
け
取
る
と
︑
体
験
流
と
は
統
一
さ

れ
た
諸
体﹅

験﹅

で
あ
っ
て
︑
こ
の
統
一
の
形
式
と
し
て
の
現
象
学
的
時﹅

間﹅

で
は
な
い

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
他
方
︑﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
に
は
﹁
無
限
な
内
在
的
時
間
の

統
一
体
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
体
験
流
﹂
︵
IV
112︶
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
︑

こ
の
記
述
で
は
体
験
流
は
内
在
的
時﹅

間﹅

︵
の
統
一
体
︶
と
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑

一
方
で
体
験
流
は
諸
体
験
を
支
配
す
る
形
式
と
し
て
の
時
間
と
さ
れ
︑
他
方
で
そ

の
よ
う
な
形
式
に
支
配
さ
れ
た
構
成
物
と
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
矛
盾
が
あ
る
よ

う
に
見
え
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
︑
体
験
流
は
上
記
の
両
側
面
を
不

可
分
な
仕
方
で
持
つ
︑
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
︒
こ
の
こ
と
は
彼
の
指
摘
す
る
体

験
流
の
自
己
構
成
を
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
で
明
ら
か
と
な
る
︒

先
述
の
矛
盾
の
決
着
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
も
言
え
る
こ
と
は
︑
フ
ッ
サ
ー

ル
は
体
験
の
時
間
性
を
︑
体
験
の
中
で
構
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︵
X
3
etc.︶
︒
た
だ
し
こ
れ
は
︑
時
間
の
外
部
の
何
者
か
に
よ

る
﹁
構
成
﹂
で
は
あ
り
え
な
い
︒
仮
に
そ
う
で
あ
る
な
ら
︑﹁
時
間
を
構
成
す
る
﹂

と
い
う
体
験
を
支
配
す
る
時
間
も
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
︑
こ
れ
は
無
限
に
続

く
︒
こ
れ
は
﹁
無
限
遡
行
u
n
en
d
lich
er
R
eg
ress﹂
︵
X
114︶
と
呼
ば
れ
︑
言
わ

ず
も
が
な
だ
が
︑
わ
れ
わ
れ
の
体
験
に
は
こ
の
よ
う
な
も
の
は
見
ら
れ
な
い
︒
ゆ

え
に
︑
体
験
の
時
間
性
が
意
識
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
︑
し
か
も
上
記
の
無
限
遡
行

が
生
じ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
体
験
の
時
間
性
を
も
た
ら
す
時
間
意
識
は
自
ら

の
時
間
性
を
も
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
あ
る
い
は
構
成
さ
れ
た
体
験
流

︵
＝
諸
体
験
が
時
間
性
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
も
の
︶
の
構
成
主
は
体
験
流
そ
れ
自
体

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
短
く
言
え
ば
︑
体
験
流
は
﹁
自
ら
を
構
成
す
る

sich

k
on
stitu
ieren
﹂
︵
X
82︶
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
で
は
︑
体
験
流
の
自
己

構
成
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
︒

し
た
が
っ
て
︑
わ
れ
わ
れ
の
思
う
と
こ
ろ
で
は
︑
把
持
的
な
諸
変
転
の
た

め
︑
そ
し
て
把
持
的
な
諸
変
転
は
恒
常
的
に
先
行
し
て
い
る
諸
把
持
の
把
持

で
あ
る
と
い
う
事
情
の
た
め
︑
意
識
の
流
れ
に
お
い
て
︑
流
れ
そ
れ
自
体
の

一
二
二
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統
一
が
一
次
元
的
で
疑
似
︲
時
間
的
な
秩
序
と
し
て
自
ら
を
構
成
す
る

sich

k
on
stitu
ieren
の
で
あ
る
︵
eb
d
.︶

一
読
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
︑
こ
の
箇
所
で
は
統
一
的
な
流
れ
︵
＝
体
験
流
︶
が

自
ら
を
﹁
疑
似
︲
時
間
的
な
秩
序
﹂
と
し
て
自
己
構
成
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
︒
さ
ら
に
こ
こ
で
は
︑
体
験
流
の
自
己
構
成
が
﹁
把
持
的
な
諸
変
転
﹂
お
よ
び

﹁
把
持
的
な
諸
変
転
は
恒
常
的
に
先
行
し
て
い
る
諸
把
持
の
把
持
で
あ
る
と
い
う

事
情
﹂
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
︑﹁
把
持
的
な
諸
変
転
﹂

お
よ
び
﹁
諸
把
持
の
把
持
﹂
が
体
験
流
の
自
己
構
成
の
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
︒
で
は
︑
こ
れ
は
何
か
︒

一
．

二
．

体
験
遂
行
と
不
可
分
の
体
験
の
自
己
知
覚

そ
も
そ
も
把
持
と
は
何
か
︒﹃
時
間
講
義
﹄
に
お
い
て
知
覚
は
原
本
的
な
体
験

と
さ
れ
︑
こ
れ
の
時
間
構
造
を
基
礎
と
し
て
体
験
一
般
の
時
間
構
造
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
︵
X
38ff.︶
︒
把
持
は
こ
の
知
覚
の
時
間
構
造
の
一
翼
を
担
う
︒
す
な
わ
ち

知
覚
は
︑
ま
さ
に
今
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
捉
え
る
志
向
性
で
あ
る
原
印
象

U
rim
p
ression
︑
未
だ
原
印
象
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
先
取
り
す
る
志

向
性
で
あ
る
予
持

P
roten
tion
︑
そ
し
て
か
つ
て
原
印
象
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を

保
持
す
る
志
向
性
で
あ
る
把
持

R
eten
tion
と
い
う
三
つ
の
志
向
性
か
ら
成
る
時

間
構
造
を
持
つ
︵
X
38
etc.︶
︒
た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
︑
こ
れ
ら
三
つ
は
独
立
に

働
い
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
互
い
に
不
可
分
に
結
び
つ
き
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒
こ
れ
に
関
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
︑
非
︲
今
︵
原
印
象
が
捉
え
て
い
な

い
も
の
︶
を
全
く
含
ま
な
い
﹁
純
粋
な
今
﹂
︵
X
40︶
を
﹁
理
念
的
な
限
界
﹂

︵
eb
d
.︶
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
お
り
︑﹁
こ
の
理
念
的
な
今
で
さ
え
も
非
︲
今
と
甚

ダ
シ
ク

toto
coelo
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
連
続
的
に
非
︲
今
と
媒

介
し
合
っ
て
い
る
﹂
︵
eb
d
.︶
と
述
べ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
知
覚
に
お
い
て
こ
れ
ら

三
つ
は
不
可
分
な
仕
方
で
働
い
て
お
り
︑
原
印
象
だ
け
が
働
く
こ
と
で
捉
え
ら
れ

る
よ
う
な
﹁
純
粋
な
今
﹂
な
ど
な
い
︒
知
覚
は
本
質
的
に
時
間
的
な
構
造
を
持
つ

の
で
あ
り
︑
知
覚
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
そ
の
知
覚
が
時
間
的
な
構
造

を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
分
で
あ
る
︒
こ
の
︑
知
覚
に
お
け
る
三
つ
の
志
向

性
の
不
可
分
性
に
関
し
て
は
後
で
再
度
触
れ
る
︒

さ
て
︑
問
題
の
﹁
把
持
の
把
持
﹂
に
戻
ろ
う
︒
こ
れ
に
関
し
て
は
引
用
の
少
し

前
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
︒

﹁
把
持
﹂
と
い
う
意
識
射
映
は
い
ず
れ
も
み
な
二
重
の
志
向
性
を
有
し
て
い

る
︒
す
な
わ
ち
︑
一
方
は
内
在
的
客
観
の
構
成
に
役
立
つ
︑
す
な
わ
ち
音
の

構
成
に
役
立
つ
志
向
性
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
︵
た
っ
た
今
感

覚
さ
れ
た
︶
音
の
﹁
第
一
次
記
憶
﹂
と
呼
ぶ
も
の
︑
よ
り
は
っ
き
り
と
言
い

換
え
れ
ば
︑
ま
さ
に
音
の
把
持
で
あ
る
︒
他
方
の
志
向
性
は
︑
流
れ
の
う
ち

に
あ
る
こ
の
第
一
次
記
憶
の
統
一
性
に
と
っ
て
構
成
的
な
志
向
性
で
あ
る
︒

言

い

換

え

れ

ば
︑
把

持

と

は

︱
︱

把

持

が
︑
ま

だ

︲
意

識

N
och
-

B
ew
u
ß
tsein
で
あ
り
︑
引
き
留
め
る
ま
だ
︲
意
識
で
あ
り
︑
ま
さ
に
把
持

で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
一
体
的
に
in
ein
s
d
am
it︱
︱
ま
さ
に
流
れ
去
っ
た

音
︲
把
持
の
把
持
な
の
で
あ
る
︵
X
80-81︶

引
用
で
は
把
持
の
二
重
の
性
格
が
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
で
把
持
は
﹁
内
在
的

客
観
の
構
成
に
役
立
つ
﹂︒
例
え
ば
︑
原
印
象
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は
一
音

で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
か
つ
て
原
印
象
的
に
捉
え
た
諸
音
が
保
持
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
︑
時
間
的
な
延
長
を
持
つ
メ
ロ
デ
ィ(

)
が
知
覚
さ
れ
る
︒
こ
の
︑
か
つ
て
の
諸

3

音
を
保
持
し
て
い
る
把
持
が
︑﹁
内
在
的
客
観
の
構
成
に
役
立
つ
﹂
把
持
︑﹁
音
の

﹃
第
一
次
記
憶
﹄﹂
あ
る
い
は
﹁
音
の
把
持
﹂
の
内
実
で
あ
る
︒
他
方
で
︑﹁
音
︲

把
持
の
把
持
﹂
と
い
う
も
の
も
指
摘
さ
れ
る
︒﹁
音
︲
把
持
﹂
の
内
実
を
踏
ま
え

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
時
間
と
歴
史
に
つ
い
て

一
二
三
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る
と
︑﹁
音
︲
把
持
の
把
持
﹂
は
過
ぎ
去
っ
た
与
件
を
保
持
す
る
志
向
性
に
対
す

る
志
向
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
引
用
に
よ
る
と
︑
こ
れ
は
﹁
第
一
次
記

憶
の
統
一
性
﹂︑
つ
ま
り
音
の
保
持
の
働
き
そ
れ
自
体
の
統
一
性
を
構
成
す
る
の

だ
と
い
う
︒

さ
ら
に
詳
し
く
確
認
し
よ
う
︒
そ
も
そ
も
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
︑
体
験
あ
る

い
は
意
識
は
絶
え
ず
自
ら
を
原
印
象
的
︑
知
覚
的
に
体
験
・
意
識
し
て
い
る
の
だ

と
い
う(

)
︒
こ
れ
に
関
し
て
は
︑
例
え
ば
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
︒

4意
識
と
は
必
然
的
に
︑
そ
の
諸
位
相(

)

の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
意﹅

識﹅

5

B
ew
u
sstsein
︹
＝
意
識
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
︺
で
あ
る
︒
把
持
的
な

位
相
が
︑
先
行
す
る
位
相
を
対
象
に
す
る
こ
と
な
く
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の

と
同
様
に
︑
原
与
件
も
既
に
︱
︱
対
象
的
に
あ
る
こ
と
な
く
︱
︱
意
識
さ
れ

て
あ
る
の
で
あ
り
︑
し
か
も
﹁
今
﹂
と
い
う
形
式
に
お
い
て
そ
う
な
の
で
あ

る
︒
ま
さ
に
こ
の
原
意
識
が
把
持
的
に
移
行
す
る
も
の
で
あ
る
︒︹
⁝
︺
原

意
識
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
︑
把
持
も
ま
た
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う

︵
X
119︶

引
用
は
﹁
反
省

R
eflex
ion
﹂
が
把
持
を
前
提
と
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
に
登

場
し
て
く
る
も
の
で
あ
り
︑
未
だ
把
持
さ
れ
て
い
な
い
意
識
・
体
験
も
﹁
原
意

識
﹂︑
つ
ま
り
意
識
・
体
験
そ
れ
自
体
に
対
す
る
原
印
象
的
な
意
識
に
よ
っ
て
反

省
に
も
た
ら
さ
れ
得
る
こ
と
を
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
︒
把
持
的
位
相
︑
お
よ
び

﹁
原
与
件
﹂︑
つ
ま
り
自
己
意
識
的
原
印
象
が
﹁
対
象
﹂
を
持
た
な
い
と
さ
れ
て
い

る
の
も
︑
反
省
と
の
比
較
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
反
省
は
意
識
・

体
験
を
主
題
と
定
め
て
扱
う
働
き
で
あ
る
の
に
対
し
︑
自
己
意
識
的
な
原
印
象
・

把
持
は
そ
の
よ
う
な
主
題
化
を
伴
わ
な
い
︒
な
お
︑
こ
の
補
遺
の
結
論
で
は
︑
反

省
に
対
す
る
自
己
意
識
的
な
原
印
象
・
把
持
の
根
源
性
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
︒

原
意
識
と
諸
把
持
が
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
反
省
に
お
い
て
︑
構
成
さ
れ
る
体
験

と
構
成
す
る
諸
位
相
に
目
を
向
け
る
可
能
性
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
そ
れ
ら
の

相
違
︱
︱
た
と
え
ば
︑
原
意
識
の
な
か
で
意
識
さ
れ
て
い
る
流
れ
で
あ
っ
た

よ
う
な
根
源
的
な
流
れ
と
︑
そ
れ
の
把
持
的
変
様
と
の
あ
い
だ
で
成
り
立
つ

相
違
︱
︱
に
内
的
に
気
づ
く
可
能
性
さ
え
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
︵
X
119-

120︶

端
的
に
言
え
ば
︑
自
己
意
識
的
な
原
印
象
・
把
持
に
よ
っ
て
反
省
も
可
能
に
な

る
︒
つ
ま
り
前
者
は
後
者
を
基
礎
づ
け
て
お
り
︑
そ
の
点
で
両
者
は
明
確
に
区
別

さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
前
者
は
意
識
の
﹁
諸
位
相
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
﹂
生
じ
て

い
る
︑
つ
ま
り
常
に
生
じ
て
い
る
︒

さ
て
︑
一
つ
前
の
引
用
に
戻
る
と
︑
瞬
間
ご
と
の
原
印
象
・
把
持
は
﹁﹃
今
﹄

と
い
う
特
有
の
形
式
に
お
い
て
﹂
意
識
さ
れ
て
い
る
︑
つ
ま
り
原
印
象
的
に
捉
え

ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
志
向
性
に
対
す
る
原
印
象
も
す
ぐ
に
把
持
へ
と
転

化
し
︑
原
印
象
の
原
印
象
は
原
印
象
の
把
持
︵
通
常
は
手
短
に
把
持
と
呼
ば
れ
る

も
の
︶
に
︑
そ
し
て
把
持
の
原
印
象
は
把
持
の
把
持
へ
と
転
化
す
る
︒
別
の
箇
所

で
は
︑
こ
の
把
持
の
把
持
は
次
の
瞬
間
に
は
も
う
一
段
階
重
層
的
に
把
持
さ
れ
て

把
持
の
把
持
の
把
持
に
な
り
︑
こ
れ
が
続
い
て
い
く
と
さ
れ
る
︵
X
81︶
︒
こ
れ

に
関
し
て
は
や
や
記
述
が
曖
昧
だ
が
︑
上
記
も
踏
ま
え
る
と
︑
把
持
の
把
持
も
ま

た
自
己
知
覚
に
お
い
て
原
印
象
的
に
捉
え
ら
れ
︑
次
の
瞬
間
そ
れ
が
把
持
へ
と
転

化
し
︑
そ
れ
も
原
印
象
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
解
釈
で
き
る
︒
ま

た
︑﹃
時
間
講
義
﹄
な
ど
の
初
期
時
間
論
の
テ
ク
ス
ト
で
は
予
持
に
関
す
る
言
及

が
無
い
が
︑
予
持
が
自
己
知
覚
に
関
与
し
な
い
と
考
え
る
の
は
︑
原
印
象
・
予

持
・
把
持
の
一
体
性
も
踏
ま
え
れ
ば
不
合
理
で
あ
ろ
う
︒
現
に
︑
中
期
﹃
ベ
ル
ナ

一
二
四
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ウ
草
稿
﹄
で
は
自
己
意
識
的
な
予
持
の
働
き
が
記
述
さ
れ
て
い
る
︵
X
X
X
III
10

etc.︶(

)︒
ま
と
め
る
と
︑
体
験
・
意
識
の
全
体
は
絶
え
ず
自
己
知
覚
に
お
い
て
原
印

6

象
的
に
捉
え
ら
れ
︑
こ
れ
は
次
の
瞬
間
に
は
把
持
的
に
転
化
し
つ
つ
も
新
た
な
自

己
知
覚
に
お
い
て
原
印
象
︵
お
よ
び
予
持
︶
と
不
可
分
な
仕
方
で
協
働
し
て
お
り
︑

こ
の
全
体
も
ま
た
原
印
象
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
︒

以
上
を
踏
ま
え
る
と
︑
自
己
知
覚
に
お
い
て
諸
体
験
の
統
一
と
順
序
系
列
が
共

に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
ず
︑
上
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
︑
そ
の
都

度
の
瞬
間
に
お
け
る
意
識
・
体
験
は
﹁
必
然
的
に
︑
そ
の
諸
位
相
の
い
ず
れ
に
お

い
て
も
﹂
︵
X
119︶
自
己
知
覚
に
お
い
て
原
印
象
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
別
言

す
れ
ば
︑
体
験
の
全
体
は
ど
の
瞬
間
に
お
い
て
も
自
己
意
識
的
原
印
象
の
内
に
一

括
的
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
全
体
は
そ
の
ま
ま
一
括
的
に
把
持
へ
と

転
化
す
る
が
︑
そ
の
把
持
は
そ
の
都
度
の
自
己
意
識
的
原
印
象
と
一
体
で
あ
る
︒

つ
ま
り
目
下
の
︑
か
つ
て
の
︵
そ
し
て
来
た
る
べ
き
︶
体
験
の
全
体
は
自
己
知
覚

に
よ
っ
て
一
括
的
に
捉
え
ら
れ
︑
こ
の
意
味
で
体
験
の
全
体
は
統
一
さ
れ
て
い

る
︒
ま
た
︑
意
識
全
体
を
捉
え
た
自
己
意
識
的
な
原
印
象
が
そ
の
ま
ま
把
持
へ
と

転
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
別
の
角
度
か
ら
考
え
て
み
よ
う
︒
あ
る
瞬
間
に
お
け
る

位
相
︵
Ａ
︶︵
Ｂ
︶
が
そ
れ
ぞ
れ
原
印
象
と
把
持
で
あ
る
場
合
︑
こ
れ
ら
は
次
の

瞬
間
に
は
原
印
象
の
把
持
お
よ
び
把
持
の
把
持
に
な
り
︑
以
下
こ
れ
が
同
様
に
続

い
て
い
く
の
だ
っ
た
︒
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
把
持
的
な
転
化
の
前
後
で
︑

︵
Ａ
︶
と
︵
Ｂ
︶
の
関
係
は
︵
や
や
不
適
切
な
表
現
だ
が
︶﹁
⁝
の
把
持
﹂
一
個
分
の

ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
そ
の
都
度
の
瞬
間
に
お
い

て
︵
Ａ
︶
と
︵
Ｂ
︶︑
ひ
い
て
は
意
識
全
体
が
把
持
的
に
転
化
す
る
た
め
で
あ
り
︑

そ
れ
ゆ
え
﹁
⁝
の
把
持
﹂
一
個
分
の
差
︑
よ
り
形
式
的
か
つ
適
切
に
言
え
ば
把
持

志
向
の
階
層
差
は
︑
意
識
の
ど
の
位
相
の
間
で
も
維
持
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
把
持

的
志
向
の
階
層
差
は
各
位
相
が
登
場
し
て
き
た
順
番
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ

り
︑
そ
の
点
で
こ
れ
は
時
間
的
な
秩
序
だ
と
言
え
る(

)
︒

7

か
く
し
て
︑
自
己
知
覚
に
よ
っ
て
諸
体
験
は
︑
志
向
的
重
層
性
に
よ
る
時
間
的

な
順
序
系
列
に
則
し
て
互
い
に
統
一
的
に
結
び
つ
き
合
う
︒
言
い
換
え
れ
ば
時
間

形
式
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
諸
体
験
︑
つ
ま
り
体
験
流
が
自
己
知
覚
に
よ
っ
て
成

立
す
る
の
で
あ
る
︒
体
験
流
が
﹁
自
ら
を
構
成
す
る
﹂
︵
X
82︶
と
言
わ
れ
て
い

る
の
も
︑
体
験
遂
行
と
自
己
知
覚
の
一
体
性
︑
そ
し
て
こ
の
自
己
知
覚
と
い
う
︑

体
験
が
自
分
自
身
を
捉
え
る
自
己
言
及
的
な
性
格
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑

本
章
の
冒
頭
で
は
体
験
流
が
時
間
形
式
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
諸
体

験
と
い
う
両
側
面
を
持
つ
こ
と
︑
そ
し
て
こ
れ
ら
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
が
︑
こ
れ
も
同
じ
理
由
か
ら
で
あ
る
︒
時
間
形
式
に
よ
っ
て
秩
序
付
け
ら
れ

た
諸
体
験
と
し
て
の
体
験
流
は
︑
体
験
遂
行
と
不
可
分
な
自
己
知
覚
に
よ
っ
て
自

己
構
成
し
て
く
る
︑
ゆ
え
に
両
者
は
不
可
分
な
も
の
と
し
て
生
じ
て
く
る
の
で
あ

る
︒二

．

統
一
的
な
歴
史(

)
8

歴
史
に
つ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
だ
ろ
う
か(

)
︒
こ
こ
で

9

は
︑
彼
の
晩
年
の
著
作
で
あ
る
﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象

学
﹄
︵
以
下
﹃
危
機
書
﹄
と
略
記
︶
に
お
け
る
次
の
記
述
を
端
緒
と
し
て
考
察
を
始

め
る
こ
と
と
す
る
︒

わ
れ
わ
れ
は
︑
す
べ
て
の
歴
史
的
な
目
標
設
定
を
支
配
し
て
い
る
統﹅

一﹅

性﹅

︑

そ
れ
ら
︹
＝
歴
史
的
な
目
標
設
定
︺
が
対
立
し
合
い
協
力
し
合
い
な
が
ら
変

わ
っ
て
い
く
そ
の
変
化
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
る
統﹅

一﹅

性﹅

を
取
り
出
し
て
理

解
し
よ
う
と
試
み
る
︒
さ
ら
に
ま
た
歴
史
的
連
関
の
全
体
を
︑
つ
ね
に
一
つ

の
人
格
的
連
関
と
し
て
の
み
見
な
し
︑
そ
れ
を
絶
え
ず
批
判
し
な
が
ら
︑
究

極
的
に
は
︑
そ
れ
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
に
固
有
な
唯
一
の
課
題
で

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
時
間
と
歴
史
に
つ
い
て

一
二
五
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あ
る
と
︑
わ
れ
わ
れ
自
身
が
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
歴
史
的
課
題
を

見
て
取
ろ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
︒︹
⁝
︺
わ
れ
わ
れ
が
課
題
を
手
に
入
れ

る
の
は
︹
⁝
︺
歴
史
︱
︱
わ﹅

れ﹅

わ﹅

れ﹅

の﹅

歴
史
︱
︱
の
全
体
的
統
一
性
を
批
判

的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
わ
れ
わ
れ
の
歴

史
が
精
神
的
統
一
性
を
も
ち
う
る
の
は
︑
歴
史
的
出
来
事
の
う
ち
で
︹
⁝
︺

不
明
瞭
な
段
階
か
ら
満
足
す
べ
き
明
瞭
さ
へ
到
達
し
よ
う
と
し
︑
つ
い
に
は

完
全
な
明
証
性
へ
と
自
己
を
も
た
ら
す
に
い
た
る
︑
そ
の
よ
う
な
課
題
の
統

一
性
と
推
進
力
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
︒
︵
V
I
71-72︶

引
用
は
﹃
危
機
書
﹄
で
の
歴
史
考
察
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
の
も
の
で
あ
る
︒
こ

こ
で
は
歴
史
を
扱
う
方
法
が
歴
史
そ
れ
自
体
の
特
徴
か
ら
考
察
さ
れ
︑
そ
の
際
に

西
洋
の
諸
学
問
の
歴
史
︑
中
で
も
哲
学
の
歴
史
が
範
例
と
さ
れ
て
い
る
︒
さ
て
引

用
よ
り
︑
歴
史
が
何
ら
か
の
変
化
を
伴
い
つ
つ
も
基
本
的
に
は
統
一
的
な
も
の
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
さ
ら
に
歴
史
は
︑
初
め
は
不
明
瞭
で
あ
り
な
が
ら

最
終
的
に
は
完
全
に
明
証
的
に
な
る
課
題
の
﹁
統
一
性
と
推
進
力
﹂
に
よ
っ
て

﹁
精
神
的
統
一
性
﹂
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
歴
史
と
は
︑
そ
の
都
度
の

変
化
や
複
数
化
や
そ
れ
ら
同
士
の
対
立
を
含
み
な
が
ら
も
究
極
的
に
は
一
つ
で
あ

る
課
題
が
達
成
さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
り
︑
そ
し
て
こ
の
課
題
の
統
一
性
と
こ
の

課
題
の
解
決
を
推
進
し
て
い
く
力
と
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
︒

こ
の
あ
り
方
は
﹁
目
的
論
﹂
︵
V
I
72︶
と
も
呼
ば
れ
る
︒
そ
し
て
引
用
で
は
︑
歴

史
の
課
題
お
よ
び
統
一
性
を
わ
れ
わ
れ
自
身
で
﹁
認
め
る
﹂﹁
理
解
す
る
﹂
こ
と
︑

あ
る
い
は
歴
史
が
﹁
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
﹂
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
︑
課
題
が
達

成
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
歴
史
へ
の
個
々
人
の
参
与
が
主
張
さ
れ
て
い

る
︒
た
だ
し
︑
歴
史
や
そ
の
課
題
に
対
す
る
個
々
人
の
参
与
が
必
要
な
理
由
は
こ

の
引
用
か
ら
だ
け
で
は
判
然
と
し
な
い
︒
そ
も
そ
も
︑
歴
史
に
お
い
て
何
ら
か
の

課
題
が
達
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う
の
も
そ
れ
ほ
ど
自
明
で
は
な
い
︒
そ
こ
で
︑
歴

史
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ
の
規
定
︑﹁
歴
史
的
連
関
の
全
体
﹂
が
﹁
人
格
的
連
関
﹂

と
し
て
見
な
さ
れ
る
と
い
う
規
定
を
手
掛
か
り
に
︑
こ
れ
ら
の
疑
問
に
応
え
た

い
︒

二
．

一
．

環
境
に
志
向
的
に
働
き
か
け
る
人
格

ま
ず
︑
こ
こ
に
登
場
す
る
﹁
人
格

P
erson
﹂
に
つ
い
て
は
︑
主
に
﹃
イ
デ
ー

ン
Ⅱ
﹄
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
︑
現
象
学
的
還
元
を
行

う
以
前
の
態
度
に
は
﹁
自
然
主
義
的
態
度
﹂
と
﹁
人
格
主
義
的
態
度
﹂
の
二
種
類

が
あ
り
︵
IV
174︶
︑
前
者
は
自
然
科
学
︑
後
者
は
精
神
科
学
に
対
応
し
て
い
る
︒

後
者
は
日
常
生
活
に
お
い
て
主
た
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
点
で
前
者
は
後
者
に

﹁
従
属
し
て
い
る
﹂
︵
IV
183︶
と
さ
れ
る
が
︑
態
度
の
切
り
替
え
は
可
能
で
あ
り

︵
eb
d
.︶
︑
同
一
の
対
象
を
異
な
る
態
度
で
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
こ
の
人
格

主
義
的
な
態
度
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
︑
身
体
を
伴
っ
た
意
識
主
観
が
人
格
で
あ

る
︵
IV
177︶
︒
こ
の
人
格
に
関
し
て
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
︒

現
に
今
あ
る
私
は
人
格
と
し
て
存
在
し
︵
そ
れ
に
現
に
今
あ
る
他
の
ど
の
人
格

も
そ
う
で
あ
る
が
︶
一﹅

つ﹅

の﹅

環﹅

境﹅

世﹅

界﹅

の﹅

主﹅

観﹅

と
し
て
存
在
し
て
い
る
︒
自

我
と
環
境
世
界
の
両
概
念
は
不
可
分
な
相
互
関
係
に
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
ど

の
人
格
に
も
彼
自
身
の
環
境
世
界
が
属
し
て
お
り
︑
し
か
も
そ
れ
と
同
時

に
︑
互
い
に
意
思
疎
通
す
る

k
om
m
u
n
izieren
d

(

)

諸
人
格
は
一
つ
の
共
通
の

10

環
境
世
界
を
共
有
し
て
い
る
︒
環
境
世
界
と
は
人﹅

格﹅

に﹅

よ﹅

っ﹅

て﹅

彼
の
諸
作
用

の
中
で
知
覚
さ
れ
︑
想
起
さ
れ
︑
思
惟
さ
れ
︑
あ
れ
こ
れ
推
測
な
い
し
推
論

さ
れ
る
世
界
で
あ
り
︑
そ
の
人
格
的
自
我
が
意
識
し
て
い
る
世
界
︑
そ
の
自

我
に
と
っ
て
現
存
し
︑
彼
が
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
関
わ
り
を
も
つ
世
界
︑
例

え
ば
彼
に
対
し
て
現
出
す
る
諸
事
物
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
ら
を
主
題
と
し
て

経
験
し
て
理
論
化
し
た
り
︑
あ
る
い
は
感
情
や
評
価
や
行
動
や
技
術
的
な
造

一
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形
な
ど
の
対
象
と
す
る
世
界
で
あ
る
︒
︵
IV
185︶

引
用
で
は
人
格
の
特
徴
が
大
別
し
て
二
種
類
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
最
初
に
登
場
す

る
の
は
︑
人
格
が
﹁
環
境
世
界
﹂
を
持
つ
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
言
わ
れ

て
い
る
環
境
世
界
と
は
︑
そ
の
人
格
の
様
々
な
意
識
作
用
︵
知
覚
や
想
起
や
思
惟

な
ど
︶
の
対
象
と
な
り
︑
ま
た
﹁
行
動
﹂
や
﹁
技
術
的
な
造
形
﹂
に
よ
る
働
き
か

け
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
人
格
と
は
様
々
な
志
向
的
な
作

用
・
行
為
に
よ
っ
て
周
囲
に
働
き
か
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
関
し
て

は
︑﹁
精﹅

神﹅

的﹅

ま﹅

た﹅

は﹅

人﹅

格﹅

的﹅

な﹅

自﹅

我﹅

と
は
志
向
性
の
主
観
の
こ
と
で
あ
る
﹂
︵
IV

220︶
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
さ
て
人
格
の
第
二
の
特
徴
と
し
て
︑
志
向
的
に

周
囲
に
働
き
か
け
る
人
格
と
の
相
関
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
の
環
境
世
界
は
︑
一

つ
の
人
格
に
と
っ
て
の
み
成
立
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
︑
ど
の
人
格
に
と
っ
て

も
共
通
と
さ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
ま
ず
人
格
主
義
的
態
度
に
お
け
る
意
識
主
観

は
︑
単
に
自
分
自
身
を
人
格
と
見
做
す
だ
け
で
は
な
く
︑
こ
の
環
境
世
界
に
お
い

て
他
の
身
体
︑
他
の
人
格
を
も
見
出
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
自
分
の
環
境
世
界
に

対
し
て
志
向
的
な
作
用
・
行
為
を
発
す
る
人
格
を
自
分
以
外
に
も
見
出
し
て
い
る

の
だ
が
︑
こ
の
と
き
︑
他
の
人
格
の
志
向
的
な
作
用
・
行
為
を
そ
れ
と
し
て
理
解

出
来
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
他
の
人
格
を
人
格
と
し
て
で
は
な
く
︑
た
だ
私
の
身
体

と
同
じ
形
の
物
体
と
し
て
︑
自
然
主
義
的
に
し
か
理
解
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
︑
逆

も
ま
た
然
り
で
あ
る
︒
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
︑
人
格
の
作
用
・
行
為
が

そ
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
た
め
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
人
格
が
関
わ
る
世
界
は
少
な

く
と
も
何
ら
か
の
共
通
性
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
︒
こ
れ
に
関

連
し
て
︑
引
用
の
少
し
後
で
﹁
も
し
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
志
向
的
な
結
合
と
い
う

一
つ
の
共
通
性
の
な
か
で
︑
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
一
つ
の
共
通
の
環
境
世
界
が
成

立
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
︑
わ
れ
わ
れ
は
他
者
た
ち
に
と
っ
て
人
格
で
は
あ
り
え

な
い
だ
ろ
う
﹂
︵
IV
191︶
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
︒
以
上
を
綜
合
す
る
と
人
格

と
は
︑
他
の
人
格
か
ら
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
環
境
世
界
を
媒
介
と
し
て
他

の
人
格
と
の
関
係
を
含
意
し
て
い
る
も
の
だ
と
言
え
る(

)
︒
11

上
述
の
環
境
世
界
お
よ
び
人
格
同
士
の
関
係
に
関
し
て
は
︑
さ
ら
に
次
の
よ
う

な
記
述
が
見
つ
か
る
︒

他
者
が
人
格
と
し
て
理
解
さ
れ
︑
そ
し
て
そ
う
理
解
す
る
者
が
一
方
的
に
他

者
に
対
し
て
相
応
の
態
度
を
と
っ
て
︑
他
者
に
迎
合
す
る
の
で
は
不
十
分
で

あ
る
︒︹
⁝
︺
社
会
性
が
構
成
さ
れ
る
の
は
︑
特﹅

殊﹅

な﹅

社﹅

会﹅

的﹅

︑
意﹅

思﹅

疎﹅

通﹅

的﹅

な﹅

k
om
m
u
n
ik
ativ
諸
作
用
︑
自
我
が
他
者
た
ち
を
頼
り
に
す
る
諸
作
用

に
よ
っ
て
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
ら
の
作
用
に
お
い
て
は
自
我
に
と
っ
て
︑

他
者
達
も
あ
の
自
我
が
自
分
た
ち
を
頼
り
に
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
︑
さ

ら
に
そ
の
依
頼
を
理
解
し
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
彼
ら
の
行
動
に
よ
っ
て
そ
の

依
頼
に
応
じ
た
り
︑
同
意
ま
た
は
反
対
の
諸
作
用
で
応
答
し
た
り
す
る
︒
こ

れ
ら
の
諸
作
用
は
︑
す
で
に
互
い
に
知
り
合
っ
て
い
る
諸
人
格
の
間
で
︑
さ

ら
に
高
次
の
意
識
の
統
一
を
作
り
出
す
作
用
で
あ
り
︑
彼
ら
を
取
り
巻
く
事

物
世
界
を
︑
各
自
の
態
度
を
決
め
る
諸
人
格
の
共
通
の
環
境
世
界
と
し
て
︑

そ
の
意
識
統
一
の
中
へ
併
合
す
る
諸
作
用
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
統

覚
の
併
合
に
よ
っ
て
物
理
的
な
世
界
も
社
会
的
な
性
格
を
得
る
の
で
あ
り
︑

そ
し
て
そ
れ
が
精
神
的
な
意
義
を
持
つ
世
界
で
あ
る
︒
︵
IV
194︶

こ
の
引
用
で
は
︑
各
自
我
︑
各
人
格
に
と
っ
て
共
通
の
環
境
世
界
が
さ
ら
に
﹁
精

神
的
な
意
義
を
持
つ
﹂
よ
う
に
な
る
経
緯
が
描
か
れ
て
い
る
︒
一
読
し
て
分
か
る

よ
う
に
︑
単
に
他
者
を
理
解
し
︑
そ
れ
相
応
の
態
度
を
と
る
だ
け
で
は
社
会
性
は

成
立
せ
ず
︑﹁
特
殊
な
社
会
的
︑
意
思
疎
通
的
な
諸
作
用
﹂
が
必
要
だ
と
い
う
︒

反
対
の
言
い
方
を
す
る
と
︑
社
会
性
が
成
立
す
る
た
め
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
人
格

が
互
い
の
意
思
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
志
向
的
な
働
き
か
け
を
そ
れ
と
し
て
理
解
し
合

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
時
間
と
歴
史
に
つ
い
て

一
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い
︑
理
解
さ
れ
た
も
の
に
対
応
す
る
よ
う
な
諸
作
用
を
発
揮
す
る
必
要
が
あ
る
の

だ
︒
こ
の
よ
う
な
諸
作
用
を
発
揮
す
る
こ
と
で
諸
々
の
人
格
の
志
向
的
な
働
き
か

け
同
士
が
結
び
つ
き
合
い
︑
彼
ら
の
間
に
﹁
高
次
の
意
識
の
統
一
﹂
が
生
じ
︑
彼

ら
は
共
通
の
﹁
共
同
体

G
em
ein
sch
aft﹂
に
属
す
こ
と
に
な
り
︵
IV
182︶(

)︑
そ

12

し
て
こ
の
共
同
体
の
相
関
者
と
し
て
精
神
的
な
意
義
を
備
え
た
環
境
世
界
が
現
れ

る
︒
例
え
ば
︑
あ
る
人
格
の
﹁
未
開
の
土
地
を
開
拓
し
よ
う
﹂
と
い
う
意
思
を
他

の
諸
人
格
が
理
解
し
︑
こ
れ
に
協
力
す
べ
く
行
動
す
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
諸
人
格
の

間
に
は
開
拓
を
志
向
す
る
﹁
高
次
の
意
識
の
統
一
﹂
が
生
じ
る
の
で
あ
り
︑
言
い

換
え
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
人
格
は
開
拓
者
集
団
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
共
同
体
に
属
す
こ

と
に
な
る
︒
そ
し
て
そ
れ
に
対
応
し
て
既
に
開
拓
さ
れ
た
土
地
︑
あ
る
い
は
未
開

の
土
地
︑
土
地
を
整
備
す
る
た
め
の
諸
々
の
道
具
︑
な
ど
が
彼
ら
に
と
っ
て
﹁
精

神
的
な
意
義
﹂
を
帯
び
た
環
境
世
界
と
し
て
現
れ
て
く
る
︒
な
お
︑
環
境
世
界
に

お
い
て
体
験
さ
れ
る
も
の
と
し
て
︑
少
し
後
で
﹁
共
同
体
の
諸
形
式
や
共
同
体
の

さ
ま
ざ
ま
な
事
象
性
や
精
神
的
諸
対
象
﹂
︵
IV
199︶
が
想
定
さ
れ
︑
ま
た
﹁
社
会

的
な
諸
対
象
﹂
の
例
と
し
て
﹁
結
婚
﹂
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︵
IV
200︶
こ
と
を

踏
ま
え
る
と
︑
環
境
世
界
に
属
す
る
も
の
と
し
て
︑
狭
い
意
味
で
の
事
物
だ
け
で

は
な
く
︑
出
来
事
や
概
念
的
な
も
の
も
想
定
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

う
︒

二
．

二
．

社
会
的
な
人
格
と
歴
史

上
記
の
よ
う
な
社
会
的
な
人
格
や
共
同
体
︑
お
よ
び
そ
の
環
境
世
界
に
関
し

て
︑
さ
ら
に
二
つ
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
う
る
︒
ま
ず
︑
あ
る
共
同
体
に
属
し
て
い

る
人
格
は
同
じ
共
同
体
に
属
す
他
の
人
格
や
環
境
世
界
に
よ
っ
て
︑﹁
規
定
さ
れ

る
﹂
よ
う
に
な
る
の
だ
と
い
う
︒

他
の
人
間
た
ち

M
en
sch
en
も
各
自
の
自
我
と
類
似
的
で
あ
り
︑
他
の
諸

人
格
や
諸
事
象
か
ら
な
る
一
つ
の
環
境
世
界
の
主
観
と
し
て
統
握
さ
れ
て
お

り
︑
そ
し
て
そ
の
諸
人
格
や
諸
事
象
に
対
し
て
︑
他
の
人
間
た
ち
は
各
自
の

諸
作
用
に
お
い
て
関
わ
り
合
っ
て
い
る
︒
彼
ら
は
こ
の
環
境
世
界
に
よ
っ

て
︑
す
な
わ
ち
彼
ら
を
取
り
巻
き
包
摂
し
て
い
る
精
神
世
界
に
よ
っ
て
﹁
規

定
さ
れ
﹂︑
か
つ
ま
た
そ
の
環
境
世
界
に
対
し
て
﹁
規
定
﹂
を
行
っ
て
も
い

る
︒
彼
ら
は
動
機
づ
け
の
法
則
に
従
っ
て
い
る
︒
︵
IV
229︶

引
用
で
は
﹁
人
格
﹂︑﹁
自
我
﹂
以
外
に
も
﹁
人
間
﹂
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
て
い

る
が
︑
こ
の
直
前
で
は
﹁
人
格
性

P
erson
lich
k
eit﹂
と
﹁
人
間

M
en
sch
﹂
が

等
置
さ
れ
て
い
る
︵
IV
228︶
た
め
︑
両
者
は
同
じ
も
の
と
見
て
問
題
な
い
だ
ろ

う
︒
さ
て
︑
引
用
で
は
諸
事
象
の
み
な
ら
ず
諸
人
格
を
も
含
ん
だ
環
境
世
界
が
登

場
し
︑
こ
の
よ
う
な
環
境
世
界
と
そ
れ
ぞ
れ
の
人
格
は
互
い
を
規
定
し
合
う
と
さ

れ
て
い
る
︒
人
格
は
環
境
世
界
に
対
し
て
志
向
的
に
働
き
か
け
る
と
い
う
こ
と
か

ら
︑
人
格
が
環
境
世
界
を
規
定
す
る
と
い
う
点
は
理
解
可
能
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
環

境
世
界
が
人
格
を
規
定
す
る
と
い
う
点
に
関
し
て
も
︑
精
神
的
な
意
義
を
帯
び
た

環
境
世
界
︵﹁
精
神
世
界
﹂︶
が
共
同
体
の
相
関
者
だ
と
い
う
点
を
踏
ま
る
と
︑
例

え
ば
︑
開
拓
者
集
団
に
属
す
る
人
格
は
︑
開
拓
者
と
し
て
︑
土
地
を
切
り
拓
く
よ

う
に
そ
の
共
同
体
お
よ
び
他
の
人
格
か
ら
促
さ
れ
る
︑
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
共
同
体
や
他
の
人
格
の
志
向
的
な
働
き
か
け
に
よ
る
こ
の
よ

う
な
促
し
は
﹁
動
機
づ
け

M
otiv
ation
﹂
と
呼
ば
れ
る(

)
︒
何
ら
か
の
共
同
体
に

13

属
す
る
人
格
︑
つ
ま
り
社
会
的
な
人
格
は
志
向
的
な
働
き
か
け
に
よ
っ
て
周
囲
を

規
定
し
つ
つ
︑
人
格
主
義
的
な
態
度
に
お
い
て
振
る
舞
い
︑
周
囲
の
精
神
的
な
意

義
を
読
み
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
振
る
舞
い
を
動
機
づ
け
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
意
味

で
﹁
彼
ら
は
動
機
づ
け
の
法
則
に
従
っ
て
い
る
﹂︒
こ
の
︑
人
格
が
自
ら
の
周
囲

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
次
章
で
も
触
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
﹁
精
神
的
な
意
義
﹂
を
帯
び
た
環
境
世
界
は
一
朝
一
夕
に
成
立

一
二
八
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す
る
も
の
で
は
な
く
︑
長
い
時
間
を
掛
け
世
代
を
ま
た
い
で
形
成
さ
れ
る
と
考
え

ら
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
世
界
に
対
し
て
何
ら
か
の
精
神
的
な
意
義
を
見
出
す
人
格

主
義
的
態
度
に
と
っ
て
︑
こ
の
世
界
お
よ
び
諸
事
物
は
先
行
す
る
世
代
の
志
向
的

な
働
き
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
︑
そ
し
て
自
身
が
こ
の
世

界
に
も
た
ら
す
も
の
は
後
続
の
世
代
が
受
け
継
ぐ
で
あ
ろ
う
も
の
と
し
て
理
解
さ

れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
前
後
の
世
代
に
属
す
る
諸
人
格
と
の
協
働
を
含
意

し
た
人
格
・
共
同
体
の
あ
り
方
は
︑﹁
世
代
性

G
en
erativ
ität﹂
と
呼
ば
れ
る
︒

こ
れ
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
つ
か
る
︒

人
間
は
必
然
的
に
諸
々
の
世
代
的
な

g
en
erativ
共
同
体
の
構
成
員
で
あ

り
︑
そ
し
て
必
然
的
に
そ
の
環
境
と
し
て
の
共
同
体
的
世
界
に
お
い
て
生
き

て
お
り
︑
そ
の
環
境
に
お
い
て
は
こ
の
点
で
普
遍
的
な
歴
史
性
が
支
配
的
な

の
で
あ
る
︵
IV
310︶
︒

人
格
は
精
神
的
な
意
義
を
帯
び
た
環
境
世
界
を
有
し
︑
そ
の
よ
う
な
環
境
世
界
の

所
持
を
介
し
て
時
代
を
ま
た
ぐ
世
代
同
士
の
連
関
を
持
つ
︑
別
の
言
い
方
を
す
れ

ば
︑
上
で
触
れ
た
動
機
づ
け
は
世
代
を
超
え
て
機
能
し
得
る(

)
︒
そ
し
て
引
用
で
は

14

こ
の
よ
う
な
世
代
性
と
歴
史
と
が
関
連
付
け
ら
れ
て
お
り
︑
こ
こ
に
お
い
て
人
格

と
歴
史
と
い
う
概
念
の
連
関
が
見
て
取
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
何
ら
か
の
共
同
体

に
属
し
て
い
る
社
会
的
な
人
格
は
︑
先
行
す
る
世
代
が
遺
し
た
意
志
と
成
果
を
理

解
し
受
け
継
ぎ
つ
つ
︑
周
囲
に
対
し
て
志
向
的
に
働
き
か
け
︑
後
続
す
る
世
代
に

対
し
て
は
意
志
と
成
果
を
遺
す
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
動
機
付
け
ら
れ
つ
つ
動
機
付

け
る
複
数
世
代
に
わ
た
る
連
関
が
成
立
す
る
の
だ
︒
こ
れ
こ
そ
が
﹁
人
格
的
連

関
﹂
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
﹁
歴
史
的
連
関
﹂
で
あ
り
︑
歴
史
と
は

人
格
的
連
関
を
介
し
て
精
神
的
意
義
を
受
け
継
い
で
き
た
・
受
け
継
い
で
い
く
プ

ロ
セ
ス
の
こ
と
を
言
う
︒

以
上
を
踏
ま
え
る
と
︑
も
は
や
本
章
冒
頭
の
引
用
も
理
解
可
能
で
あ
ろ
う
︒
引

用
の
内
容
を
再
度
確
認
し
て
お
く
と
︑
歴
史
は
﹁
精
神
的
な
統
一
性
﹂
を
持
つ
と

さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
統
一
性
は
歴
史
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
て
い
く
課
題
の
﹁
統
一

性
と
推
進
力
﹂
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
︑
し
か
も
個
々
人
は
こ
の
課
題
・
歴
史
に
積

極
的
に
参
与
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
︑

歴
史
が
課
題
を
解
決
し
て
い
く
過
程
と
し
て
規
定
さ
れ
う
る
理
由
と
︑
課
題
に
対

す
る
個
々
人
の
参
与
が
必
要
な
理
由
を
問
題
に
し
た
の
だ
っ
た
︒
ま
ず
前
者
に
関

し
て
︑
歴
史
が
課
題
を
解
決
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
た
め
に
は
︑
課
題
が
実
際
に

解
決
す
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
︑
少
な
く
と
も
こ
の
課
題
が
歴
史
に
お
い
て

継
承
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
︒
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
直
前
で
確
認
し
た
︑
複
数

世
代
を
ま
た
ぐ
意
志
と
成
果
の
継
承
と
し
て
の
歴
史
︑
と
い
う
規
定
に
適
合
す

る
︒
ま
た
︑
歴
史
が
複
数
世
代
に
わ
た
る
人﹅

格﹅

の
動﹅

機﹅

づ﹅

け﹅

の
連
関
な
の
だ
と
す

る
と
︑
そ
も
そ
も
あ
る
主
観
が
何
ら
か
の
歴
史
を
見
て
取
る
た
め
に
は
︑
そ
の
主

観
が
人
格
主
義
的
な
態
度
を
と
り
︵
つ
ま
り
人
格
と
し
て
振
る
舞
い
︶
︑
先
行
世
代

が
遺
し
た
意
志
・
成
果
を
理
解
し
継
承
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
歴

史
と
い
う
の
は
黙
っ
て
い
て
も
向
こ
う
か
ら
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
も
の
で
は
な

く
︑
あ
る
態
度
の
下
で
︑
あ
る
種
の
能
動
的
な
努
力
を
し
て
初
め
て
認
識
で
き
る

も
の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
り(

)
︑
引
用
に
対
す
る
疑
問
の
二
つ
目
も
こ
こ
か
ら
理
解

15

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
人
格
を
動
機
づ
け
る
も
の
と
し
て
の
歴
史
を
見
て
取
る
た

め
に
は
︑
そ
の
歴
史
の
相
関
者
と
し
て
の
共
同
体
に
ま
が
り
な
り
に
も
参
与
し
︑

歴
史
に
動
機
づ
け
ら
れ
得
る
よ
う
な
人
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
︑
さ
ら
に
こ

れ
を
統
一
的
な
も
の
と
し
て
存
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
後
続
世
代
を

動
機
づ
け
得
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ま
さ
に
歴
史
に
対
す
る
積
極
的

な
参
与
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
︒

ま
と
め
る
と
︑
人
格
主
義
的
態
度
に
お
い
て
周
囲
に
志
向
的
に
働
き
か
け
︑
何

ら
か
の
共
同
体
に
属
す
社
会
的
な
諸
々
の
人
格
が
︑
先
行
世
代
に
動
機
づ
け
ら
れ

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
時
間
と
歴
史
に
つ
い
て

一
二
九
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つ
つ
後
続
世
代
を
動
機
づ
け
る
こ
と
に
お
い
て
︑﹁
精
神
的
な
統
一
性
﹂
を
持
っ

た
歴
史
が
立
ち
現
れ
て
く
る
︒
歴
史
の
統
一
性
と
は
︑
そ
れ
を
通
じ
て
﹁
精
神
的

父
祖
た
ち
﹂
︵
V
I
73︶
か
ら
の
意
志
・
成
果
を
継
承
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ

う
な
︑
世
代
を
つ
な
ぐ
鎖
で
あ
り
︑
歴
史
と
は
そ
の
統
一
性
を
介
し
て
何
か
を
継

承
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
る
︒

三
．

時
間
と
歴
史
の
共
通
点
お
よ
び
差
異
と
し
て
の
統
一
性

三
．

一
．

共
通
点
と
し
て
の
統
一
性

以
上
︑
時
間
と
歴
史
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
も
の
で
︑
そ
し
て
ど
の
よ
う
に

成
り
立
つ
の
か
を
確
認
し
て
き
た
︒
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
見
て
直
ち
に
明
ら
か
な

こ
と
は
︑
両
者
が
共
に
統
一
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点

で
あ
る
︒
た
だ
︑
こ
こ
で
は
両
者
の
持
つ
統
一
性
に
関
し
て
も
う
少
し
踏
み
込

み
︑
ど
ち
ら
の
統
一
性
も
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
意
識
主
観
・
自
我
の
体
験
を
支
え

て
い
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
い
︒

ま
ず
は
歴
史
の
統
一
性
が
体
験
を
支
え
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
確
認
し
た
い
︒

こ
れ
に
関
し
て
は
前
章
の
考
察
か
ら
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
要
点
の
み
再
度

繰
り
返
す
と
︑
何
ら
か
の
共
同
体
に
属
し
つ
つ
人
格
主
義
的
態
度
に
お
い
て
振
る

舞
う
人
格
は
︑
環
境
世
界
に
対
し
て
︑
先
行
す
る
世
代
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た

何
ら
か
の
精
神
的
・
歴
史
的
意
義
を
見
出
す
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
わ
れ
わ
れ

の
身
の
回
り
に
こ
の
よ
う
な
精
神
的
意
義
を
全
く
帯
び
て
い
な
い
も
の
は
無
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
と
い
う
よ
り
︑
例
え
ば
フ
ィ
ン
ガ
ー
ボ
ー
ル
︑
︵
危
険
な

生
き
物
と
し
て
の
︶
熊
︑
︵
知
識
が
無
け
れ
ば
ど
れ
が
ど
れ
な
の
か
も
分
か
ら
な
い
︶

星
々
を
前
に
し
た
場
合
を
考
え
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
︑
わ
れ
わ
れ
が
何
か
に
対
し

て
適
切
な
働
き
か
け
を
す
る
う
え
で
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
れ
を
認
識
す
る
場
合
に

お
い
て
さ
え
︑
上
述
の
精
神
的
・
歴
史
的
な
意
義
は
不
可
欠
の
役
割
を
果
た
し
て

い
る
︒

と
こ
ろ
で
前
章
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
上
述
の
精
神
的
意
義
は
歴
史
的
に
継

承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
そ
し
て
こ
の
継
承
の
プ
ロ
セ
ス
︑
つ
ま
り
歴

史
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
︑
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
人
格
が
参
与
す
る
こ
と
で
可
能

に
な
る
歴
史
の
﹁
精
神
的
な
統
一
性
﹂
が
必
要
に
な
る
︒
こ
の
歴
史
の
統
一
性
が

無
け
れ
ば
︑
人
格
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
は
周
囲
の
精
神
的
意
義
を
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
ず
︑
こ
れ
が
無
け
れ
ば
周
囲
に
対
し
て
適
切
に
振
る
舞
う
こ
と
︑
そ
れ
ど

こ
ろ
か
周
囲
を
適
切
に
認
識
す
る
こ
と
す
ら
お
ぼ
つ
か
な
い
︒
か
く
し
て
︑
統
一

性
を
持
っ
た
歴
史
が
意
識
主
観
︵
＝
人
格
︶
の
体
験
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
と

し
て
こ
れ
を
支
え
て
い
る
と
い
う
構
図
が
露
と
な
っ
た
︒

他
方
︑
体
験
流
に
関
し
て
は
ど
う
か
︒
例
え
ば
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
﹄
で
は
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

わ
れ
わ
れ
は
︑
す
べ
て
を
純
粋
意
識
の
流
れ
に
だ
け
︑
還
元
し
た
と
し
て
み

よ
う
︒
こ
の
純
粋
意
識
の
流
れ
に
関
し
て
翻
っ
て
反
省
し
て
み
る
と
︑
遂
行

さ
れ
た
ど
の
コ
ギ
タ
チ
オ
も
み
な
︑
コ
ギ
ト
と
い
う
︑
つ
ま
り
私
が
思
考
す

る
と
い
う
︑
明
白
な
形
式
を
採
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
仮
に
わ
れ
わ
れ
が

現
象
学
的
還
元
を
行
っ
た
場
合
︑
右
の
コ
ギ
タ
チ
オ
は
︑
こ
の
形
式
を
失
う

の
で
あ
ろ
う
か
︒
／
︹
⁝
︺
む
し
ろ
︑
自
我
は
︑
不
断
に
︑
否
そ
れ
ど
こ
ろ

か
必
然
的
に
︑
現
に
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

︵
III-1
123︶

引
用
は
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
﹄
の
第
五
七
節
︑
現
象
学
的
還
元
を
経
て
も
﹁
純
粋
自

我
﹂
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
箇
所
の
も
の
で
あ
る
︒
引
用
冒
頭
の
﹁
純
粋

意
識
の
流
れ
﹂
は
体
験
流
を
指
す
と
考
え
ら
れ(

)
︑
こ
こ
で
は
そ
の
体
験
流
に
純
粋

16

自
我
が
属
す
と
い
う
結
論
が
導
出
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
議
論
を
再
構
成
す
る
と
次

一
三
〇
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の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
体
験
流
に
属
し
て
い
る
ど
の
体
験
も
﹁
コ

ギ
ト
﹂
と
い
う
形
式
を
持
っ
た
﹁
志
向
的
体
験
﹂
︵
III-1
74︶
で
あ
り(

)
︑
そ
し
て

17

こ
こ
に
は
志
向
的
体
験
の
志
向
性
が
向
か
う
先
で
あ
る
客
観
と
︑
こ
の
志
向
性
を

発
す
る
自
我
が
見
出
さ
れ
る
︵
III-1
75︶
︒
体
験
流
に
お
け
る
諸
体
験
に
も
そ
れ

ぞ
れ
純
粋
自
我
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
体
験
流
の
統
一
性
に
よ
り
︑
同

一
の
体
験
流
に
属
す
る
諸
体
験
の
純
粋
自
我
は
共
通
・
同
一
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒

つ
ま
り
フ
ッ
サ
ー
ル
は
︑
純
粋
自
我
の
も
と
に
体
験
が
統
一
さ
れ
る
こ
と
で
体
験

流
が
成
立
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
体
験
流
が
自
己
構
成
し
て
く
る
こ

と
で
そ
の
体
験
流
の
相
関
者
た
る
・
自
己
同
一
性
を
持
っ
た
自
我
が
可
能
に
な
る

と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う(

)
︒
18

以
上
を
踏
ま
え
る
と
︑
体
験
流
の
統
一
性
が
︑
諸
々
の
体
験
に
お
い
て
同
一
的

な
意
識
主
観
の
同
一
性
を
担
保
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
平
易
に
言
え
ば
︑
体

験
流
が
統
一
的
な
も
の
と
し
て
自
己
構
成
し
て
い
る
お
か
げ
で
私
は
私
の
自
己
同

一
性
を
確
保
で
き
る
︑
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
︑
そ
も
そ
も
体
験
が
細

か
い
粒
子
状
に
離
散
せ
ず
︑
し
か
も
そ
れ
を
自
分
の
体
験
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
︑
つ
ま
り
﹁
私
の
﹂﹁
体
験
﹂
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
ま
さ

に
こ
の
自
己
構
成
的
な
体
験
流
の
統
一
性
が
あ
る
た
め
で
あ
る
︒
こ
の
点
で
︑
体

験
流
の
統
一
性
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
体
験
流
が
自
己
構
成
し
て
く

る
こ
と
も
自
我
の
体
験
の
成
立
を
支
え
て
い
る
と
言
え
る
︒

か
く
し
て
︑
歴
史
の
統
一
性
も
体
験
流
の
統
一
性
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
で

は
あ
る
が
︑
と
も
に
意
識
主
観
の
体
験
を
不
可
欠
な
仕
方
で
支
え
て
い
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
︒

三
．

二
．

差
異
と
し
て
の
統
一
性

し
か
し
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
︑
時
間
と
歴
史
の
統
一
性
に
お
い
て

は
共
通
点
だ
け
で
な
く
差
異
も
見
て
取
れ
る
︒
ま
ず
歴
史
に
関
し
て
︑
確
認
し
て

き
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
統
一
性
を
持
っ
た
歴
史
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
満

た
す
べ
き
様
々
な
条
件
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
す
な
わ
ち
︑
歴
史
を
見
て
取
る

意
識
主
観
は
ま
ず
人
格
主
義
的
態
度
を
採
る
必
要
が
あ
り
︑
さ
ら
に
何
ら
か
の
共

同
体
に
参
与
し
つ
つ
︑
先
行
世
代
の
遺
産
を
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑

こ
の
歴
史
の
統
一
性
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
は
︑
後
続
世
代
を
動
機
づ
け
る
も
の

と
し
て
も
振
る
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
︑
上
記
の
社
会
的
人
格
は
共

同
体
︑
つ
ま
り
協
働
関
係
に
あ
る
他
の
自
我
を
含
意
し
て
い
る
し
︑
さ
ら
に
言
え

ば
︑
無
数
の
先
行
世
代
︵
そ
し
て
そ
れ
を
受
け
渡
す
後
続
世
代
︶
が
い
な
け
れ
ば
︑

何
か
が
継
承
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
歴
史
そ
れ
自
体
が
そ
も
そ
も
不
可

能
と
な
る
︒
つ
ま
り
統
一
的
な
歴
史
の
成
立
に
は
︑
他
の
諸
人
格
と
の
連
携
も
含

め
た
様
々
な
種
類
の
要
件
が
必
要
と
な
る
︒

歴
史
が
可
能
に
な
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
要
件
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
︑
歴
史
の
統
一
性
に
あ
る
種
の
脆
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

と
い
う
の
は
︑
少
数
言
語
︑
地
域
ご
と
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
承
や
儀
式
な
ど

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑
上
述
の
要
件
が
少
し
で
も
欠
け
る
と
︑
歴
史
は
い
と
も

簡
単
に
そ
の
統
一
性
を
失
う
︒
そ
し
て
ひ
と
た
び
統
一
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
え

ば
︑
す
な
わ
ち
何
か
を
受
け
継
い
で
い
く
た
め
の
世
代
同
士
の
連
関
が
絶
た
れ
て

し
ま
え
ば
︑
何
か
を
受
け
継
い
で
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
歴
史
そ
の
も
の
が
不

可
能
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
様
々
な
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
ゆ
え
に
︑
歴
史
は
常
に
破
断
の
可
能
性
と
隣
り
合
わ
せ
な
の
だ
と
言
え

る
︒他

方
︑
体
験
流
の
統
一
性
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
要
件
は
必
要
な
い
︒
繰
り
返
し
確

認
し
て
き
た
よ
う
に
︑
体
験
流
の
成
立
は
︑
常
に
体
験
の
遂
行
と
不
可
分
で
あ
る

自
己
知
覚
に
依
拠
し
て
い
る
か
ら
だ
︒
さ
ら
に
︑
少
な
く
と
も
中
期
時
間
論
の

フ
ッ
サ
ー
ル
は
︑
体
験
流
の
成
立
に
際
し
て
は
他
の
意
識
主
観
は
お
ろ
か
︑
純
粋

自
我
さ
え
も
必
要
が
無
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
︒
例
え
ば
︑
中
期
﹃
ベ
ル
ナ
ウ

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
時
間
と
歴
史
に
つ
い
て

一
三
一
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草
稿
﹄
の

N
r.1
や

N
r.14
で
は
︑﹁
純
粋
自
我
の
あ
ら
ゆ
る
統
握
な
し
に
流
れ

去
り
つ
つ
自
ら
を
構
成
す
る
﹂
よ
う
な
﹁
現
象
学
的
な
時
間
﹂
︵
X
X
X
III
6︶
や
︑

﹁
自
我
が
︑
触
発
や
反
応
の
極
と
し
て
も
働
か
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
﹂
よ
う

な
﹁
根
源
的
な
時
間
意
識
﹂
︵
X
X
X
III
276︶
が
想
定
さ
れ
て
い
る
︒﹁
現
象
学
的

な
時
間
﹂
や
﹁
根
源
的
な
時
間
意
識
﹂
は
体
験
流
を
指
す
と
考
え
ら
れ
︑
そ
れ
ゆ

え
こ
こ
で
は
体
験
流
の
自
己
構
成
に
純
粋
自
我
は
関
与
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と

解
釈
で
き
る
︒
第
一
章
で
の
︑
純
粋
自
我
と
体
験
流
の
自
己
構
成
の
関
係
に
関
す

る
議
論
も
こ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

ま
と
め
る
と
︑
統
一
的
な
時
間
形
式
・
体
験
流
は
そ
の
成
立
に
際
し
て
何
ら
の

能
動
性
も
必
要
と
せ
ず
︑
一
つ
の
意
識
主
観
・
自
我
を
相
関
者
と
し
つ
つ
も
︑
自

我
の
関
与
無
し
に
成
立
す
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
体
験
流
の
統
一
性
は
並
大
抵
の

こ
と
で
は
揺
る
が
な
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
現
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
後
期
﹃
Ｃ

草
稿
﹄
に
お
い
て
︑
時
間
形
式
に
関
し
て
﹁
一
貫
的
な

d
u
rch
g
eh
en
d
連
続
性

の
地
盤
に
お
い
て
非
連
続
性
が
可
能
と
な
る
﹂
︵
M
at.V
III
77︶
と
述
べ
て
い
る
︒

つ
ま
り
何
ら
か
の
非
連
続
性
が
生
じ
る
場
合
に
も
︑
そ
も
そ
も
そ
の
前
提
と
し

て
︑
連
続
性
と
し
て
の
時
間
形
式
は
常
に
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
恒
常
的
に
統
一
的
な
時
間
形
式
・

体
験
流
と
︑
様
々
な
条
件
を
満
た
し
て
よ
う
や
く
統
一
的
な
も
の
と
し
て
成
立
す

る
歴
史
と
を
比
べ
れ
ば
︑
ひ
と
ま
ず
︑
体
験
流
の
統
一
性
が
歴
史
の
統
一
性
︵
あ

る
い
は
不
統
一
性
︶
の
可
能
性
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
︑
両
者
の
関
係
に

つ
い
て
見
通
し
を
得
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒

四
．

お
わ
り
に

以
上
︑
本
稿
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
時
間
︵
＝
体
験
流
︶
と
歴
史
の
成
立

を
概
観
し
た
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
が
と
も
に
統
一
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
成
立

し
︑
し
か
も
両
者
の
統
一
性
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
体
験
を
可
能
に
し
て
い
る
こ

と
︑
し
か
し
他
方
で
歴
史
の
統
一
性
は
人
格
と
し
て
の
意
識
主
観
の
能
動
的
な
働

き
か
け
を
必
要
と
す
る
の
に
対
し
︑
時
間
の
統
一
性
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
必
要

と
せ
ず
に
成
立
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒
最
後
に
︑
今
回
の
考
察
か
ら
こ
ぼ
れ
た

問
題
を
二
つ
指
摘
し
て
論
を
閉
じ
た
い
︒

・
意
識
主
観
に
お
け
る
歴
史
性

本
稿
で
は
︑
客
観
的
な
︑
意
識
主
観
の
い
わ
ば
外
側
に
あ
る
も
の
と
し
て
︑
複

数
の
意
識
主
観
の
協
働
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
歴
史
を
扱
っ
た
︒
と
こ
ろ
で
﹃
危

機
書
﹄
に
は
︑
こ
の
歴
史
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
﹁
共
同
体
化
さ
れ
た
他
の
諸

人
格
を
伴
っ
た
個
々
人
の
内
的
な
歴
史
性
﹂
︵
V
I
381
R
b
︶
が
必
要
だ
と
い
う
記

述
が
み
ら
れ
る(

)
︒
他
方
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
体
験
流
の
自
己
構
成
を
可
能
に
す
る
も

19

の
を
﹁
時
間
的

tem
p
oral﹂
︵
X
67,91,etc.︶
と
形
容
し
て
い
た
︒
以
上
を
踏
ま

え
る
と
︑
本
稿
で
扱
っ
た
時
間
と
歴
史
と
い
う
対
よ
り
も
根
源
的
な
も
の
と
し

て
︑
個
々
の
意
識
主
観
に
お
け
る
時
間
性
︵
い
わ
ば

T
em
p
oralität︶
と
歴
史
性

と
い
う
対
が
問
題
に
な
り
得
る
が
︑
両
者
は
と
も
に
個
々
の
意
識
主
観
の
性
質
で

あ
り
︑
ま
た
構
成
の
結
果
生
じ
る
も
の
と
い
う
よ
り
構
成
に
参
与
す
る
も
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
少
な
く
と
も
両
者
の
差
異
を
考
え
る
上
で
は
︑
本
稿

が
提
示
し
た
考
察
︵
構
成
に
参
与
す
る
意
識
主
観
が
複
数
か
単
独
か
︑
意
識
主
観

の
能
動
的
な
働
き
か
け
に
よ
っ
て
成
立
す
る
か
そ
の
よ
う
な
能
動
性
な
し
に
体
験

遂
行
と
一
体
的
に
自
己
構
成
し
て
く
る
か
︶
を
そ
の
ま
ま
答
え
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
︒
ゆ
え
に
本
稿
が
摘
み
残
し
た
今
後
の
課
題
と
し
て
︑
時
間
性
と
歴
史
性

と
い
う
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
考
察
に
際
し
て
は
︑
歴

史
に
お
け
る
複
数
の
意
識
主
観
の
参
与
を
歴
史
性
が
ど
の
よ
う
に
担
保
し
て
い
る

か
︑
歴
史
性
と
人
格
主
義
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
︑
体
験
流
に
対
し
て

時
間
性
を
ど
こ
に
位
置
づ
け
る
か
︑
時
間
性
と
歴
史
性
の
異
同
︑
な
ど
が
問
題
に
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な
る
だ
ろ
う
︒

・
体
験
流
と
複
数
の
意
識
主
観

本
稿
で
は
︑
体
験
流
の
自
己
構
成
は
い
つ
い
か
な
る
時
も
生
じ
︑
し
か
も
単
独

の
意
識
主
観
に
一
対
一
対
応
し
て
い
る
と
考
え
︑
こ
の
こ
と
か
ら
体
験
流
の
統
一

性
を
極
め
て
強
固
な
も
の
と
考
え
た
︒
し
か
し
︑
時
間
形
式
・
体
験
流
は
本
当
に

単
独
の
意
識
主
観
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒
例
え
ば

S
trök
er
は

﹁
超
越
論
的
な
共
同
体
に
お
け
る
複
数
の
エ
ゴ
の
時
間
的
に
構
成
さ
れ
た
諸
地
平

の
﹃
溶
け
合
い

m
eltin
g
﹄﹂
︵
S
trök
er[1984,202]︶
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る

し
︑
R
od
em
ey
er[2006]で
は
時
間
と
間
主
観
性
と
の
関
係
が
主
張
さ
れ
て
い

る
︒
こ
れ
ら
の
研
究
を
踏
ま
え
る
と
︑
時
間
形
式
・
体
験
流
の
自
己
構
成
も
︑
何

ら
か
の
意
味
に
お
い
て
︑
複
数
の
意
識
主
観
の
協
働
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性

を
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
が
本
稿
の
摘
み

残
し
た
二
つ
目
の
問
題
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
︑
こ
の
場
合
の
複

数
の
意
識
主
観
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
か
︑
こ
れ
ら
が
体
験
流
の
自

己
構
成
に
関
与
す
る
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
指
す
の
か
︑
そ
し
て
体
験

流
の
自
己
構
成
に
関
与
す
る
意
識
主
観
の
非
単
独
性
は
体
験
流
の
統
一
性
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
か
︑
な
ど
の
点
が
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
︒

以
上
二
つ
の
問
題
に
関
し
て
は
︑
今
回
の
成
果
を
踏
ま
え
︑
今
後
の
研
究
で
明

ら
か
に
し
て
い
き
た
い
︒

凡
例

・
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
か
ら
の
引
用
や
参
照
は
︑
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
︑
頁
数
を
ア

ラ
ビ
ア
数
字
で
表
記
し
た
︒
資
料
版
か
ら
の
も
の
は
巻
数
の
前
に

M
at.
を
付

し
た
︒

・
引
用
に
お
け
る
︹

︺
は
引
用
者
の
補
い
を
︑
︹
⁝
︺
は
引
用
者
に
よ
る
中
略

を
示
す
︒
引
用
に
お
け
る
そ
の
他
の
記
号
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
︒
原
文
の
隔

字
体
強
調
は
傍
点
強
調
に
置
き
換
え
た
︒

・
引
用
に
際
し
て
︑
邦
訳
の
あ
る
も
の
は
︑
適
宜
変
更
も
加
え
つ
つ
︑
邦
訳
を
参

照
し
た
︒
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谷
徹
[1998]:﹃
意
識
の
自
然
﹄︑
勁
草
書
房
︒

栁
川
耕
平
[2017a]:﹁
フ
ッ
サ
ー
ル
初
期
時
間
論
か
ら
中
期
時
間
論
へ
の
予
持
概
念
の
変
化
﹂︑

﹃
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
﹄︑
第
一
四
号
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
会
︑
二
九
～
四
五
頁
︒

栁
川
耕
平
[2017b
]:﹁﹃
ベ
ル
ナ
ウ
草
稿
﹄
に
お
け
る
二
重
の
予
持
﹂︑﹃
現
象
学
年
報
﹄︑
日
本

現
象
学
会
︑
第
三
三
号
︑
一
〇
一
～
一
〇
九
頁
︒

注(

)
カ
ン
ト
の
言
う
歴
史
に
関
し
て
は

G
au
b
atz[1996]お
よ
び
網
谷
[2014]を
参
照
し
た
︒

1(

)
例
え
ば
︑﹃
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
﹄︵
以
下
﹃
時
間
講
義
﹄
と
略
記
︶
の
補
遺
Ⅷ
の

2

冒
頭
で
は
︑
わ
ず
か
数
行
の
記
述
の
中
で
意
識
流
と
体
験
流
の
両
方
が
区
別
さ
れ
る
こ

と
な
く
登
場
し
て
い
る
︵
X
116︶︒
な
お
︑
補
遺
Ⅷ
は
以
下
で
扱
う
第
三
九
節
に
付
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
︒

(

)
引
用
で
は
﹁
音
﹂
が
登
場
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
引
用
の
直
前
で
﹁
音
︲
持
続
﹂︵
X

3

80︶
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
は
一
定
時
間
鳴
っ
て
い
る
よ
う
な
﹁
長
音
﹂

だ
と
考
え
ら
れ
︑
こ
の
事
情
を
踏
ま
え
︑
説
明
の
都
合
上
︑
こ
こ
で
は
﹁
音
﹂
を
﹁
メ

ロ
デ
ィ
﹂
に
置
き
換
え
た
︒

(

)
こ
れ
は
﹃
時
間
講
義
﹄
に
固
有
の
発
想
で
は
な
い
︒
例
え
ば
﹃
論
理
学
研
究
﹄
の
﹁
内

4

部
知
覚
﹂︵
X
IX
/1
365︶
も
同
じ
事
柄
を
表
現
し
て
い
る
し
︑
ま
た
﹃
時
間
講
義
﹄
よ

り
後
の
﹃
ベ
ル
ナ
ウ
草
稿
﹄
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
︵
X
X
X
III
107-108,221︶︒
そ

も
そ
も
こ
れ
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
﹁
二
次
客
観
﹂︵
B
ren
tan
o[1968,180]︶
と
い
う
概

念
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

(

)
本
稿
で
は
︑﹁
位
相

P
h
ase﹂
を
体
験
流
上
の
一
点
と
し
て
︑﹁
瞬
間

M
om
en
t﹂
を
客

5

観
的
時
間
と
し
て
客
観
化
さ
れ
た
位
相
と
し
て
解
釈
し
た
︒
両
者
は
あ
る
程
度
区
別
可

能
だ
が
︑
同
じ
も
の
が
﹁
位
相
﹂
と
も
﹁
瞬
間
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り

得
る
︵
例
え
ば
原
印
象
の
位
相
︶︒

(

)
詳
し
く
は
栁
川
[2017a]︑
栁
川
[2017b
]を
参
照
さ
れ
た
い
︒

6(

)
こ
こ
で
二
点
補
足
し
て
お
き
た
い
︒
第
一
に
︑
こ
こ
で
は
初
期
﹃
時
間
講
義
﹄
の
議
論

7

に
従
い
自
己
知
覚
に
関
し
て
把
持
お
よ
び
原
印
象
だ
け
を
扱
っ
た
が
︑
先
述
の
よ
う
に

予
持
も
自
己
意
識
的
に
働
い
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
予
持
的
な
階
層

性
も
成
立
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
関
し
て
は
栁
川
[2017b
]を
参
照
さ

れ
た
い
︒
第
二
に
︑
上
で
指
摘
さ
れ
た
の
は
順
序
系
列
の
成
立
だ
け
で
あ
り
︑
こ
れ
は

厳
密
に
は
時
間
的
形
式
と
は
言
え
な
い
︒﹁
時
間
﹂
形
式
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
た
め
に

は
︑
順
序
的
秩
序
の
ほ
か
に
︑
少
な
く
と
も
︑
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
間
様
相

も
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
と
は
言
え
論
者
の
見
る
と
こ
ろ
︑
こ
の

時
間
様
相
性
も
ま
た
自
己
意
識
的
な
原
印
象
・
予
持
・
把
持
に
よ
っ
て
成
立
す
る
︒
こ

れ
に
関
し
て
も
栁
川
[2017b
]を
参
照
さ
れ
た
い
︒
な
お
︑
体
験
流
の
自
己
構
成
に
お
け

る
自
己
知
覚
の
本
質
的
重
要
性
に
関
し
て
は

Z
ah
av
i[1999]も
指
摘
し
て
い
る
︒

(

)
フ
ッ
サ
ー
ル
は

H
istorie
と

G
esch
ich
te
と
い
う
二
種
類
の
言
葉
を
用
い
る
︒
本
稿
で

8

は
ひ
と
ま
ず
両
者
を
ひ
と
ま
と
め
に
﹁
歴
史
﹂
と
し
て
捉
え
た
が
︑
こ
れ
は
統
一
性
に

関
し
て
は
両
者
に
特
に
違
い
が
無
い
か
ら
で
あ
り
︑
議
論
の
種
類
︵
例
え
ば
生
活
世
界

と
学
問
と
の
関
係
に
つ
い
て
な
ど
︶
に
よ
っ
て
は
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
必
須
で
あ

る
︒

(

)
歴
史
に
関
連
す
る
諸
概
念
の
関
係
に
関
し
て
は

M
oran
[2013]︑
歴
史
の
目
的
論
に
関

9

し
て
は
神
田
[2020]を
︑
ま
た
人
格
お
よ
び
共
同
体
の
議
論
に
つ
い
て
は
鈴
木
[2021]を

大
い
に
参
考
に
し
た
︒

(

)
｢他
者
を
経
験
し
て
︑
相
互
理
解
と
合﹅

意﹅

に﹅

よ﹅

っ﹅

て﹅

構﹅

成﹅

さ﹅

れ﹅

る﹅

環﹅

境﹅

世﹅

界﹅

の
こ
と
を
わ

10

れ
わ
れ
は
意﹅

思﹅

疎﹅

通﹅

的﹅

な﹅

環
境
世
界
と
呼
ぶ
﹂︵
IV
193︶
と
い
う
記
述
か
ら
︑
﹁
意
思

疎
通
的
な

k
om
m
u
n
ik
ativ
﹂
と
い
う
の
は
︑
他
の
人
格
を
人
格
と
し
て
理
解
し
つ
つ
︑

他
の
人
格
の
意
志
を
理
解
し
つ
つ
自
身
の
意
志
を
伝
え
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
諸
人
格

と
の
間
に
志
向
的
な
働
き
か
け
に
お
け
る
協
働
を
実
現
し
た
様
子
を
形
容
す
る
表
現
だ

と
解
釈
で
き
る
︒
な
お
こ
れ
に
関
連
す
る
内
容
と
し
て
︑
鈴
木
[2021]は
フ
ッ
サ
ー
ル
の

﹁
伝
達

M
itteilu
n
g
﹂
と
い
う
概
念
に
着
目
し
て
人
格
同
士
の
や
り
取
り
を
詳
細
に
論
じ

て
い
る
︒

(

)
厳
密
に
言
え
ば
︑
意
識
主
観
が
人
格
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
︑
こ
れ
が
社
会
的
関
係

11

の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
等
価
で
は
な
い
︒
こ
れ
に
関
し
て
鈴
木
[2021]は
︑
フ
ッ

サ
ー
ル
が
﹁
共
同
精
神
﹂
と
題
し
た
草
稿
を
基
に
︑
単
独
の
主
観
も
人
格
的
主
観
に
な

り
得
る
こ
と
︑
他
の
人
格
と
の
間
の
﹁
我
︱
汝
︱
関
係
﹂
︵
X
IV
171︶
に
置
か
れ
る
こ

と
で
初
め
て
人
格
的
自
己
意
識
を
獲
得
で
き
る
︵
自
分
自
身
を
人
格
的
自
己
と
し
て
理

解
で
き
る
︶
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︵
鈴
木
[2021,190]︶︒
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
︑﹃
イ

デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
の
人
格
と
は
人
格
的
自
己
意
識
を
獲
得
し
て
い
る
人
格
で
あ
り
︑
既
に
我

︱
汝
︱
関
係
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
も
っ
と
も
︑
﹁
共
同
精
神
草

稿
﹂
に
お
い
て
も
人
格
的
自
己
意
識
を
獲
得
し
て
い
な
い
主
観
︑﹁
独
我
論
的
な
主
観
﹂

は
仮
定
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
︑
ま
た
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
に
お
い
て
も
︑
そ

の
よ
う
に
主
観
を
孤
立
さ
せ
た
と
し
て
も
︑
こ
の
操
作
を
や
め
れ
ば
こ
の
主
観
も
す
ぐ

に
他
の
人
格
と
の
意
思
疎
通
を
行
う
人
格
と
な
り
﹁
人﹅

格﹅

集﹅

団﹅

の﹅

環
境
世
界
﹂
が
成
立

す
る
と
さ
れ
て
い
る
︵
IV
193-194
︶︒
以
上
を
踏
ま
え
る
と
︑
人
格
的
自
己
意
識
を
持

た
な
い
人
格
は
抽
象
的
仮
定
に
お
い
て
の
み
登
場
す
る
も
の
で
あ
り
︑
︵
人
格
で
は
な

く
︶
歴
史
を
考
察
の
主
眼
と
す
る
本
稿
の
議
論
に
お
い
て
こ
れ
を
想
定
す
る
必
要
性
は

薄
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
︑
今
回
は
考
察
か
ら
除
い
た
︒
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(

)
｢個
々
人
は
む
し
ろ
共
同
体
の
︑
す
な
わ
ち
か
な
り
高
次
の
人
格
集
団
の
成
員
で
あ
る
﹂

12

︵
IV
182︶
と
い
う
記
述
が
見
つ
か
る
︒
な
お
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
人
格
は
た
だ
一
つ
の
共
同

体
だ
け
に
属
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
例
え
ば
職
場
︑
家
族
︑
趣
味
の
集
ま
り
︑
国

家
︑
と
い
っ
た
複
数
の
共
同
体
に
同
時
に
属
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

(

)
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
で
は
︑
自
然
科
学
の
分
野
で
扱
わ
れ
る
︑
一
義
的
に
原
因
と
結
果
を

13

規
定
す
る
︑﹁
因
果
関
係
﹂
に
対
し
て
︑﹁
そ
れ
に
反
し
て
精
神
科
学
の
分
野
で
歴
史
家

や
社
会
学
者
や
文
化
の
研
究
者
が
精
神
科
学
的
な
諸
事
実
を
﹃
説
明
﹄
し
た
い
と
い
う

場
合
︑
そ
れ
は
︑
動
機
づ
け
を
明
ら
か
に
し
た
い
︑
問
題
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
し
て

そ
の
よ
う
な
行
動
を
﹃
す
る
に
至
っ
た
﹄
の
か
︑
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
︑

か
つ
ま
た
及
ぼ
し
た
の
か
︑
何
が
彼
ら
を
共
通
の
活
動
へ
促
し
て
協
働
さ
せ
た
の
か
︑

な
ど
の
点
を
理
解
可
能
に
し
た
い
︑
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
﹂︵
IV
229︶
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
︒
本
稿
の
﹁
動
機
づ
け
﹂
に
対
す
る
理
解
は
こ
の
記
述
に
依
拠
し
て
い
る
︒

(

)
こ
れ
に
関
連
す
る
記
述
と
し
て
︑﹃
危
機
書
﹄︵
本
章
冒
頭
で
の
引
用
の
直
後
︶
に
次
の

14

よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒﹁︹
哲
学
者
と
し
て
の
︺
わ
れ
わ
れ
が
︑
い
ま
現
に
あ
る
よ
う
な

も
の
で
あ
る
の
は
︑
近
代
の
哲
学
的
人
間
性
と
い
う
課
題
を
実
現
す
る
公
僕
と
し
て
で

あ
り
︑
哲
学
的
人
間
を
貫
い
て
流
れ
る
意
志
の
方
向
を
受
け
継
ぎ
︑
共
に
担
う
も
の
と

し
て
な
の
で
あ
り
︑
し
か
も
︑
ギ
リ
シ
ア
の
創
建
に
な
ら
っ
て
建
設
す
る
と
同
時
に
そ

れ
を
変
更
も
す
る
よ
う
な
︑
そ
う
し
た
創
建
か
ら
し
て
そ
う
な
の
で
あ
る
︒﹂︵
V
I
72︶

﹁
歴
史
﹂
や
﹁
人
格
﹂
と
い
う
言
葉
こ
そ
登
場
し
な
い
も
の
の
︑
こ
こ
で
は
哲
学
者
の
共

同
体
に
属
す
る
人
格
と
し
て
の
個
々
の
哲
学
者
︵﹁
わ
れ
わ
れ
﹂︶
が
︑
古
代
か
ら
受
け

継
が
れ
て
き
た
﹁
意
志
の
方
向
﹂
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
必
要
な
修
正
を
加
え
て
い
く
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

(

)
神
田
[2020]は
こ
の
こ
と
を
﹁
召
命

B
eru
fu
n
g
﹂
︵
V
III
13
︶
に
基
づ
く
﹁
職
業

15

B
eru
f﹂︵
eb
d
.︶
︑
お
よ
び
そ
の
職
業
に
携
わ
ろ
う
と
い
う
決
意
と
し
て
の
﹁
根
源
的
な

自
己
創
造

u
rsp
rü
n
g
lich
e
S
elb
stsch
öp
fu
n
g
﹂
︵
V
III
19
︶
と
関
連
付
け
て
よ
り
詳
細

に
論
じ
て
い
る
︒

(

)
こ
の
直
後
に
は
﹁
体
験
流

E
rleb
n
isstrom
﹂︵
III-1
123︶
が
登
場
す
る
︒﹁
純
粋
意
識

16

の
流
れ
﹂
と
こ
の
﹁
体
験
流
﹂
は
特
に
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
ま
た
﹁
体
験
流
﹂
が
他

の
箇
所
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
特
殊
な
含
意
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
︒
ゆ
え
に
両
者

は
同
じ
も
の
を
指
す
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

(

)
｢一
般
に
あ
ら
ゆ
る
顕
在
的
コ
ギ
ト
の
本
質
に
は
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
と

17

い
う
こ
と
が
属
し
て
い
る
｣︵
III-1
74
︶
と
さ
れ
︑﹁
こ
う
し
た
本
質
性
質
を
共
通
し
て

持
つ
す
べ
て
の
体
験
は
︑
ま
た
﹃
志
向
的
体
験
﹄
と
呼
ば
れ
る
﹂
︵
eb
d
.︶
と
さ
れ
て
い

る
︒

(

)
体
験
流
と
純
粋
自
我
と
の
同
様
の
関
係
は
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
﹄
の
他
の
箇
所
︑
さ
ら
に
は

18

後
年
の
﹃
ベ
ル
ナ
ウ
草
稿
﹄
︑︵
や
や
解
釈
の
余
地
が
残
る
が
︶
﹃
デ
カ
ル
ト
的
省
察
﹄
な

ど
で
も
見
ら
れ
る
︵
I
101,III-1
168,
X
X
X
III
284,etc.︶

(

)
｢歴
史
的
世
界
は
︑
も
ち
ろ
ん
さ
し
あ
た
っ
て
︑
社
会
的
︱
歴
史
的
な
世
界
と
し
て
前

19

も
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
そ
う
し
た
世
界
は
各
々
の
個
々
人
の
内
的
な
歴
史

性
に
よ
っ
て
の
み
︹
中
略
︺
歴
史
的
な
の
で
あ
る
﹂︵
V
I
381
R
b
︶
と
い
う
記
述
が
見

つ
か
る
︒
ま
た
谷
[2013,661ff.]や
M
oran
[2013,119]な
ど
に
お
い
て
も
︑
意
識
主
観

そ
れ
自
体
の
内
在
的
な
歴
史
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

(北
海
道
大
学

人
間
知
・
脳
・
Ａ
Ｉ
研
究
教
育
セ
ン
タ
ー
博
士
研
究
員
)

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
時
間
と
歴
史
に
つ
い
て
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