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│
│
正
常
性
・
境
界
性
・
異
常
性
の
現
象
学
に
つ
い
て
│
│

テ
ィ
ー
モ
ー・ブ
ラ
イ
ヤ
ー

中

村

拓

也
訳

一
．
序

論

近
代
精
神
史
に
お
い
て
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
正
常
性
概
念
の
二
つ
の
根
本
形
式
、
す
な
わ
ち
、「
事
象
の
本
性
」
に
対
応
す
る
こ
と

が
正
常
で
あ
る
記�

述�

的�

解
釈
と
、「
人
間
的
理
性
の
理
論
的
規
範
性
あ
る
い
は
実
践
的
規
範
性
か
ら
発
出
す
る
こ
と
」
が
正
常
で
あ
る
構�

築�

主�

義�

的�

解
釈
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
⑴
。
正
常
性
の
現
象
学
的
主
題
化
は
、
概
念
の
も
つ
記
述
的
次
元
と
規
範
的
次
元
の
間
の

相
反
を
搔
い
潜
る
。
感
性
と
人
倫
性
な
い
し
は
経
験
的
正
常
性
と
道
徳
的
規
範
性
と
い
う
カ
ン
ト
的
対
立
は
、
こ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
に

し
て
両
局
面
の
根
底
に
あ
る
潜
在
力
あ
る
い
は
正
常
性
の
核
が
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
際
に
妥
当
す
る
も
の
と
な
る
の
か
│
│
感
性
的
直
観
で

あ
れ
、
道
徳
的
感
情
で
あ
れ
、
論
理
的
│
範
疇
的
に
働
く
認
識
で
あ
れ
│
│
と
い
う
問
い
の
た
め
に
弱
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
現
象
学
に

と
っ
て
正
常
性
と
主
観
性
の
直
接
的
結
合
が
判
明
す
る
。
し
か
も
、
意
識
そ
の
も
の
が
す
で
に
、「
記
述
的
正
常
性
と
規
範
的
正
常
性
と
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い
う
極
の
間
に
住
ま
っ
て
い
る
」⑵
何
か
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
フ
ェ
ル
マ
ン
は
次
の
よ
う

に
表
現
し
て
い
る
。「
意
識
の
正
常
性
は
当
為
と
い
う
意
味
で
の
規
範
性
と
同
時
に
個
別
事
例
を
超
え
て
行
く
類
型
群
と
い
う
意
味
で
の

合
法
則
性
と
を
意
味
す
る
」⑶
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
象
へ
の
現
象
学
的
従
事
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
正
常
性
が
意
識
対
象
性
の
経
験

と
構
成
の
異
な
る
諸
層
の
な
か
で
形
成
さ
れ
安
定
化
す
る
の
か
を
調
べ
出
す
こ
と
に
中
心
的
な
意
味
が
あ
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
正
常
性
と
そ
れ
と
相
関
的
に
異
常
性
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
概
念
が
素
述
さ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
正
常
性
概
念
が

際
立
た
せ
る
の
は
、
感
性
的
水
準
と
範
疇
的
水
準
の
結
合
で
あ
る
。
受
容
的
知
覚
の
正
常
性
は
、
述
定
的
判
断
と
あ
ら
ゆ
る
高
次
段
階
の

悟
性
活
動
と
の
規
範
性
を
基
づ
け
る
。
正
常
な
経
験
の
主
要
基
準
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
一
律
調
和
性
と
最
善
性
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

経
験
の
地
平
性
を
手
掛
か
り
に
、
簡
明
的
確
な
意
味
で
の
異
常
な
も
の
は
、
垂
直
的
に
意
識
の
規
範
性
に
降
り
掛
か
る
も
の
と
し
て
理
解

で
き
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
う
し
た
断
絶
を
い
っ
そ
う
厳
密
に
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は

た
だ
「
地
平
的
│

垂
直
的
」
な
い
し
「
正
常
│

異
常
」
と
い
う
概
念
的
対
立
の
な
か
で
の
み
解
消
で
き
た
り
、
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
正
常
性

の
異
常
性
へ
の
移
行
、
場
合
に
よ
っ
て
は
再
び
他
の
方
向
へ
の
移
行
を
例
示
で
き
る
意
識
流
の
な
か
の
過
程
が
存
在
し
た
り
す
る
の
か
。

境
界
性
と
い
う
概
念
は
、
こ
の
意
味
で
そ
う
し
た
移
行
現
象
の
規
定
と
し
て
提
案
さ
れ
、
入
眠
、
死
、
と
り
わ
け
正
気
で
な
く
な
る
こ
と

な
い
し
は
正
気
で
は
な
い
こ
と
と
い
う
現
象
に
即
し
て
解
説
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
精
神
病
理
学
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
現
象
学
的
考
察
に

と
っ
て
創
造
的
刺
激
を
与
え
る
も
の
と
し
て
証
示
さ
れ
る
が
、
や
は
り
精
神
病
理
学
に
よ
っ
て
境
界
的
意
識
や
異
常
な
意
識
と
、
現
象
学

内
部
的
に
│
│
い
わ
ば
「
正
常
な
」
意
識
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
│
│
無
媒
介
的
に
表
象
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
意
識
の
諸
現
出
と

の
可
変
性
へ
の
洞
察
が
用
意
さ
れ
る
。
他
方
で
、
現
象
学
は
、
ど
の
よ
う
な
異
常
性
徴
表
を
発
生
的
に
ど
の
よ
う
な
正
常
性
の
構
成
的
契

機
に
帰
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
病
理
学
的
│

経
験
的
研
究
を
豊
か
に
で
き
る
。
こ
う
し
た
連
れ
戻
し

見
え
ざ
る
限
界
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は
、
境
界
性
が
正
常
性
と
異
常
性
の
間
の
中
間
現
象
と
し
て
そ
の
位
相
的
構
造
と
経
験
の
過
程
性
と
を
顧
慮
し
て
暴
き
出
さ
れ
る
場
合

に
、
う
ま
く
い
く
の
で
あ
る
。

二
．
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
お
け
る
正
常
性
概
念

フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
正
常
な
経
験
」
を
「
正
当
な
経
験
、
一
律
調
和
的
に
連
関
へ
と
適
合
す
る
経
験
、
経
験
さ
れ
る
事
物
性
の
同
一
性
を

貫
き
通
す
経
験
」
と
し
て
規
定
す
る
⑷
。
こ
の
経
験
は
、
そ
の
感
覚
経
過
が
統
一
的
に
統
制
さ
れ
て
い
る
「
正
統
感
性
的
」⑸
身
体
が
そ
れ

に
必
然
的
に
属
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
感
性
的
正
常
性
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
正
常
性
か
ら
の
逸
脱
は
、
感
覚
器

官
が
損
な
わ
れ
て
い
る
場
合
に
、
立
ち
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
れ
を
温
か
さ
の
感
覚
に
即
し
て
例
示
し
て
い
る
。
同
じ

水
は
、
火
傷
を
負
っ
た
手
に
よ
っ
て
熱
い
と
感
覚
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
健
康
な
手
に
よ
っ
て
は
生
暖
か
い
と
感
覚

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
⑹
。
両
感
覚
の
間
で
生
起
し
て
い
る
矛
盾
が
は
じ
め
て
、
諸
々
の
周
囲
状
況
の
下
で
、
対
応
す
る
感
覚
野
の
正
常
性

と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
た
も
の
を
発
見
さ
せ
る
。
両
方
の
状
態
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
同
様
に
こ
う
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
二
つ
の
種
類

の
同
じ
経
験
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
間
で
は
漸
進
的
区
別
が
感
覚
性
質
を
支
配
し
て
い
る
、
と
。「
純
粋
に
記
述
的
に
考
察
す
れ
ば
、
そ
の

例
で
は
、
な
ぜ
正
常
性
の
資
格
化
の
た
め
に
健
康
に
優
位
が
与
え
ら
れ
、
病
気
に
優
位
が
与
え
ら
れ
な
い
の
か
を
説
明
で
き
な
い
」⑺
。

こ
れ
は
「
正
常
な
経
験
が
、
対
象
を
一
律
調
和
的
な
仕
方
で
だ
け
で
は
な
く
、
最
善
可
能
な
あ
る
い
は
『
最
善
の
』
仕
方
で
構
成
す
る
よ

う
な
経
験
で
あ
る
」⑻
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
が
さ
ら
に
進
め
る
論
証
に
よ
っ
て
の
み
後
づ
け
可
能
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
最
善
性
は
フ
ッ

サ
ー
ル
に
と
っ
て
知
覚
が
そ
の
対
象
に
即
し
て
発
見
す
る
諸
々
の
差
異
の
最
大
限
可
能
な
豊
か
さ
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
火
傷
し
て
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い
る
手
は
、
例
で
は
、
水
や
任
意
の
対
象
に
つ
い
て
の
差
異
化
さ
れ
た
知
覚
を
可
能
に
す
る
状
況
に
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
主
観

的
に
感
覚
さ
れ
る
痛
み
が
、
対
象
の
客
観
的
に
手
で
触
れ
て
確
認
さ
れ
る
詳
細
よ
り
も
顕
著
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
神
経
過
敏
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
病
気
や
他
の
異
常
な
状
態
が
手
を
、
驚
く
べ
き
仕
方
で
よ
り
以
上
に
対
象
の
徴
表
を
手
で
触
れ
な
が
ら
差
異
化

で
き
る
状
況
に
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
高
め
ら
れ
た
触
覚
能
力
は
過
正
常
性
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て

（
人
工
的
な
な
い
し
は
異
常
な
）
正
常
性
の
増
進
は
そ
れ
自
体
再
び
異
常
性
を
意
味
せ
ず
、
超
正
常
性
を
意
味
す
る
。
そ
う
し
た
能
力
を

所
持
す
る
者
は
、
正
常
な
感
覚
の
共
同
体
の
「
平
均
」
を
超
え
て
い
る
⑼
。
さ
ら
に
、
こ
の
超
正
常
性
が
そ
れ
は
そ
れ
で
差
異
性
基
準
に

従
っ
て
新
し
い
正
常
性
の
尺
度
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
常
性
は
た
え
ず
記
述
的
な
豊
か
さ
を
保
証
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
同

様
に
詳
細
化
さ
れ
た
現
象
学
的
意
識
分
析
に
と
っ
て
の
出
発
の
基
礎
を
呈
示
す
る
。
現
象
学
の
内
容
的
・
方
法
的
方
向
づ
け
が
こ
の
場
合

貫
徹
さ
れ
る
。
正
常
性
の
さ
ら
な
る
根
本
徴
表
は
相
互
主
観
的
統
制
化
と
安
定
化
並
び
に
そ
の
日
常
的
信
頼
性
と
い
う
点
で
生
世
界
に
属

し
て
い
る
「
あ
る
一
定
の
類
型
的
恒
常
性
」⑽
で
あ
る
。
こ
こ
で
類
型
性
と
い
う
意
味
で
の
正
常
性
が
、
習
慣
化
の
過
程
の
な
か
で
、
同

じ
種
類
の
対
象
性
と
共
に
反
復
さ
れ
、
反
復
可
能
な
経
験
を
通
し
て
経
験
類
型
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
れ
る
の
で
あ
る
。

二
．
一
．
受
容
的
経
験
に
お
け
る
正
常
性
と
述
定
的
経
験
に
お
け
る
規
範
性

こ
れ
に
関
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
正
常
性
は
ま
ず
意
識
の
論
理
的
│

範
疇
的
能
作
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
示

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
常
性
を
め
ぐ
る
概
念
的
対
質
は
す
で
に
、
受
容
的
な
、
し
た
が
っ
て
、
先
述
定
的
な
経
験
の
「
正
常
な
」
構
造

を
参
照
指
示
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
受
容
的
経
験
は
発
生
的
現
象
学
に
お
い
て
立
ち
入
っ
て
受
動
性
と
い
う
表
題
の
下
で
分

析
さ
れ
る
。 見

え
ざ
る
限
界
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初
期
著
作
や
ま
た
な
お
自
我
と
経
験
の
自
我
光
線
の
現
勢
性
を
際
立
た
せ
る
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
の
広
範
囲
に
エ
ゴ
論
的
に
方
向
づ
け
ら

れ
た
分
析
と
は
別
様
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
受
動
的
綜
合
の
分
析
』
で
感
官
感
覚
の
触
発
的
力
と
そ
の
「
自
我
極
へ
の
力
光
線
」⑾
と
に

配
意
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
光
線
は
直
接
的
に
感
覚
質
料
か
ら
出
発
し
、
お
よ
そ
そ
の
よ
う
な
触
発
的
光
線
に
対
す
る
自
我
的
「
反
応
」

が
立
ち
現
れ
る
以
前
に
、
自
我
極
の
方
向
に
流
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
触
発
的
力
光
線
が
あ
ま
り
に
弱
す
ぎ
る
が
ゆ
え
に
自
我
極
に
達
し

な
か
っ
た
な
ら
ば
、
し
た
が
っ
て
、
触
発
的
刺
激
が
注
意
の
閾
を
超
え
て
行
く
よ
う
な
仕
方
で
背
景
か
ら
際
立
た
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
こ

の
力
光
線
は
自
我
極
に
と
っ
て
「
覚
起
す
る
刺
激
」⑿
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
我
の
触
発
的
覚
起
は
、
自
我
そ
の

も
の
の
素�

質�

の
許
で
始
ま
る
。
お
よ
そ
触
発
的
、
誘
引
的
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
刺
激
は
、
お
よ
そ
光
の
測
定
可
能
な
量

の
よ
う
に
、
外
か
ら
確
定
可
能
な
仕
方
で
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
は
十
分
で
は
な
く
、
自
我
が
刺
激
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
仕
方
で

与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
決
定
的
に
自
我
の
素
質
に
依
存
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
般
に
触
発
を
、
意
識
対
象
が

自
我
に
対
し
て
及
ぼ
し
、「
自
我
が
配
意
す
る
際
に
弛
緩
し
、
そ
こ
か
ら
、
自
己
能
与
的
な
、
対
象
的
自
己
を
ま
す
ま
す
い
っ
そ
う
露
呈

す
る
直
観
へ
と
努
力
す
る
際
に
継
続
す
る
」⒀
刺
激
あ
る
い
は
動�

向�

と
理
解
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
動
向
を
自
我
に
対
し
て
及
ぼ
す
あ
ら

ゆ
る
触
発
は
、
こ
の
瞬
間
に
す
で
に
「
触
発
的
浮
彫
」⒁
か
ら
際
立
っ
て
お
り
、
そ
の
際
、
こ
の
浮
彫
の
構
造
は
主
観
の
以
前
の
経
験
並

び
に
習
慣
性
と
感
覚
上
の
訓
練
と
に
依
存
し
て
い
る
。
浮
彫
は
、
あ
る
特
定
の
刺
激
（
例
え
ば
、
道
路
工
事
の
ハ
ン
マ
ー
を
た
た
く
音
）

を
顧
慮
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
の
頻
繁
さ
と
持
続
性
に
よ
っ
て
「
正
常
化
」
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
根
源
的
に
顕
著
な
感

覚
印
象
は
触
発
的
力
を
喪
失
し
、
も
は
や
そ
れ
ほ
ど
強
く
耳
目
を
引
か
な
い
│
│
刺
激
に
慣
れ
て
し
ま
い
も
は
や
取
り
立
て
て
注
意
は
払

わ
れ
な
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
こ
こ
で
簡
明
的
確
な
仕
方
で
呈
示
し
て
い
る
こ
と
は
、「
与
え
ら
れ
る
も
の
の
特
殊
性
」
と
与
え
ら
れ
る
も
の
が
刺
激
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す
る
こ
と
と
「
に
注
意
が
依
存
す
る
こ
と
」
へ
の
す
で
に
初
期
著
述
で
獲
得
し
た
洞
察
で
あ
る
⒂
。
知
覚
領
野
の
諸
要
素
を
随
意
的
に

「
目
指
す
こ
と
」
と
「
度
外
視
す
る
こ
と
」
は
、
そ
れ
ら
そ
の
も
の
が
す
で
に
あ
る
程
度
正
常
化
さ
れ
た
形
式
で
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
前
提
し
て
い
る
。
正�

常�

化�

は
こ
こ
で
、
諸
々
の
要
素
の
ど
れ
も
特
別
な
配
意
、
例
え
ば
、
特
別
な
注
目
（
感
覚
さ
れ
る
感
覚
性
質
の
対

照
や
強
烈
さ
）
に
よ
る
配
意
を
要
求
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る
。
能
動
的
に
思
念
す
る
こ
と
は
、
事
物
の
上
を
自
由
に
漂
う

の
で
は
な
く
、
本
質
的
に
事
物
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
魅�

惑�

項�

（
注
目
さ
れ
る
性
格
特
性
に
基
づ
い
て
特
別
な
注
意
を

要
求
す
る
「
感
性
的
に
際
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
」）
に
よ
っ
て
受
動
的
に
誘
引
さ
れ
る
こ
と
の
不
随
意
性
は
思
念
す
る
介
入
の
随
意
性

に
た
え
ず
先
行
す
る
。
対
象
か
ら
出
発
す
る
触
発
が
大
き
い
の
で
、
注
意
が
媒
介
さ
れ
ず
に
こ
の
刺
激
源
泉
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
状
態
で

は
、
正
常
性
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
差
異
性
基
準
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
、
も
は
や
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
意
識
領

野
の
そ
う
し
た
不
随
意
的
ず
れ
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
る
の
は
、
差
異
化
さ
れ
た
、
増
大
す
る
明
晰
さ
へ
と
動
機
づ
け
ら
れ
た
知
覚
で
あ

る
。
対
象
の
内
部
地
平
に
没
頭
す
る
こ
と
は
、
そ
の
際
ま
す
ま
す
対
象
の
個
別
性
が
可
視
的
に
な
り
は
す
る
が
、
外
部
地
平
の
な
か
の
何

も
あ
ま
り
に
強
く
際
立
た
さ
れ
は
せ
ず
、
そ
れ
は
そ
れ
で
焦
点
注
意
を
要
求
し
な
い
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
知
覚
の
水

準
で
は
、
正
常
性
に
は
、「
異
他
的
」
刺
激
に
よ
っ
て
「
妨
げ
ら
れ
ず
に
」
現
出
す
る
も
の
に
専
念
し
、
知
覚
の
際
に
こ
う
し
た
仕
方
で

可
能
な
か
ぎ
り
高
次
に
被
差
異
性
に
至
る
注
意
す
る
主
観
の
可
能
性
が
属
し
て
い
る
。

さ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
に
知
覚
す
る
意
識
の
こ
う
し
た
基
づ
け
る
正
常
性
と
高
次
段
階
の
範
疇
的
能
作
の
基
づ
け
ら
れ
る
規
範
性

と
は
ど
の
よ
う
に
連
関
し
て
い
る
の
か
。
マ
ー
レ
ン
・
ヴ
ェ
ー
レ
が
示
す
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
こ
う
し
た
問
い
の
際
に

隠�

さ�

れ�

た�

規�

範�

性�

が
語
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
意
識
と
経
験
の
彼
の
記
述
は
、
精
神
史
的
に
理
性
と
い
う
尺
度
に
定
位
し
て
い
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る
か
ら
で
あ
る
。
理
性
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
理
性
の
命
令
と
い
う
意
味
で
は
経
験
か
ら
独
立
し
て
機
能
し
て
お
ら
ず
、
経
験
そ

の
も
の
の
本
質
を
規
定
す
る
⒃
。

な
ぜ
な
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
普
遍
的
意
識
努
力
、
し
た
が
っ
て
い
わ
ば
目
的
論
的
理
性
法
則
も
経
験
そ
の
も
の
に
お
い
て
す

で
に
事
象
を
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
へ
と
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
「
明
晰
性
へ
の
内
属
的
衝
迫
と
、
フ
ッ
サ

ー
ル
が
方
法
的
に
、
事
象
そ
の
も
の
に
至
る
と
い
う
現
象
学
的
探
求
の
な
か
で
継
承
し
て
い
る
十
全
化
な
い
し
は
最
善
の
所
与
性
と
い
う

理
想
へ
の
努
力
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
想
定
」⒄
に
示
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
こ
の
根
本
想
定
を
「
規
範
的
予
断
」⒅
と
し
て
解
釈
で
き
る
と

し
て
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
一
貫
し
た
規
範
主
義
を
擦
り
付
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
彼
は
や
は
り
正
常
性
の
脆
弱

性
と
少
な
く
と
も
そ
の
局
所
的
な
崩
落
の
可
能
性
と
を
承
認
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
正
常
主
義
は
な
る
ほ
ど
一
面
で
は
、
異
常
者
は

原
理
上
、
正
常
者
の
世
界
が
よ
り
よ
い
世
界
で
あ
る
こ
と
を
洞
察
・
承
認
す
る
こ
と
を
仮
定
し
て
い
る
。

子
ど
も
た
ち
が
「
色
盲
的
に
」
見
て
い
る
世
界
を
正
常
な
世
界
と
し
て
構
成
す
る
色
盲
者
の
民
族
は
思
考
可
能
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

と
わ
れ
わ
れ
の
正
常
性
に
関
係
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
民
族
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
色
盲
で
あ
る
場
合
に
、
や
は
り
わ
れ
わ
れ
の
直
観

そ
の
も
の
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
な
し
に
、
や
は
り
必
然
的
に
自
分
の
世
界
の
そ
の
独
我
論
的
構
成
の
際
に
わ
れ
わ
れ
に

同
調
す
る
わ
れ
わ
れ
の
な
か
の
個
別
の
色
盲
者
が
す
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
正
常
性
を
容
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
民
族
は
間

接
的
に
、
そ
の
民
族
の
世
界
が
最
善
の
世
界
で
は
な
い
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
が
い
わ
ば
「
い
っ
そ
う
真
の
」
世
界
で
あ
る
こ
と

を
認
識
し
て
い
る
⒆
。
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し
か
し
、
他
方
で
、
彼
は
ま
た
、
彼
の
正
常
性
概
念
に
と
っ
て
大
き
な
重
要
性
が
あ
る
完
全
な
脱
正
常
化
の
危
険
を
は
ら
ん
だ
可
能
性

を
見
て
い
る
⒇
。
運
命
論
的
に
陰
鬱
な
調
子
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
問
う
て
い
る
。

さ
て
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
正
常
性
を
全
体
的
に
打
ち
破
り
、
私
を
次
の
状
況
へ
と
も
た
ら
す
運
命
の
進
行
の
仕
方
も
ま
た
可
能
で

あ
る
。「
私
は
も
は
や
何
を
す
べ
き
か
わ
か
ら
な
い
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
が
さ
ら
に
な
お
進
ん
で
い
く
べ
き
な
の
か
、
ど
の
よ

う
に
し
て
生
が
再
び
ま
た
、
実
り
を
も
た
ら
す
、
安
定
し
た
現
存
在
の
、
正
常
な
人
間
的
現
存
在
の
形
式
を
想
定
す
る
の
か
を
見
通

す
こ
と
が
で
き
な
い
」。
…
…
世
界
が
全
て
の
異
常
者
を
貫
い
て
そ
れ
自
身
実
践
的
人
間
的
世
界
の
崩
壊
を
貫
い
て
、
そ
れ
は
そ
れ

で
、
自
然
法
則
が
受
動
的
に
満
た
さ
れ
る
等
々
の
様
式
形
式
に
依
拠
す
る
同
一
性
を
維
持
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
の
役
に
立
つ
の

か
21
。

正
常
性
は
具
体
的
経
験
の
際
に
け
っ
し
て
す
っ
か
り
障
害
か
ら
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
な
く
、
他
方
で
│
│
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
考
実
験

の
際
に
指
名
さ
れ
る
よ
う
に
│
│
そ
こ
か
ら
正
常
な
も
の
が
正
常
な
も
の
と
し
て
特
に
判
明
に
現
れ
る
ま
さ
に
異
常
な
も
の
が
あ
る
。
正

常
性
と
異
常
性
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
す
で
に
解
説
し
た
よ
う
に
、
相
互
に
、
概
念
的
な
対
立
、
い
わ
ば
構
造
主
義
的
様
態
で
構

築
さ
れ
る
対
立
の
な
か
で
対
極
的
反
対
像
と
し
て
定
義
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
先
述
定
的
経
験
の
水
準
で
も
対
照
的
構
成
関
係
を
形
成

し
て
い
る
。
経
験
の
過
程
性
か
ら
考
え
れ
ば
、
正
常
な
も
の
の
優
位
性
は
よ
う
や
く
後
か
ら
異
常
な
も
の
の
侵
入
を
手
掛
か
り
に
確
立
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
正
常
性
│

異
常
性
複
合
体
は
、
自
発
的
な
、
能
動
的
│

自
我
的
態
度
取
得
の
成
果
で
は
な
く
、
受
動
的

に
経
験
さ
れ
る
異
常
な
も
の
の
侵
入
よ
り
も
前
に
、
機�

能�

す�

る�

正�

常�

性�

と
し
て
背
後
を
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
非
主
題
的
に
働
い
て
い
た
も
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の
へ
の
洞
察
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
22
。

二
．
二
．
経
験
の
正
常
性
と
地
平
性

先
行
的
正
常
性
の
も
つ
こ
う
し
た
水
準
の
非
主
題
性
、
そ
の
自
然
的
自
明
性
は
、
意
識
の
地
平
具
有
性
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
23
。

意
識
は
ノ
エ
マ
的
に
も
ノ
エ
シ
ス
的
に
も
地
平
的
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
。
ノ
エ
マ
的
に
見
れ
ば
、
対
象
的
に
現
出
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の

は
、
意
識
の
主
題
と
し
て
孤
立
し
て
そ
れ
自
体
で
現
出
せ
ず
、
た
え
ず
主
題
的
に
対
象
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
、
な
い
し
は
対
象
と
の

多
様
な
脈
絡
的
関
連
を
指
し
示
し
て
い
る
共
に
与
え
ら
れ
る
も
の
の
有
意
味
的
領
野
に
埋
め
込
ま
れ
た
も
の
と
し
て
現
出
す
る
。
こ
う
し

た
指
示
連
関
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
周
知
の
よ
う
に
対
象
の
外�

部�

地�

平�

と
呼
ぶ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
内�

部�

地�

平�

は
内
側
へ
向
け
て
の
、
す
な
わ

ち
、
そ
の
固
有
の
特
性
と
内
的
差
異
を
顧
慮
し
た
対
象
の
非
完
結
性
を
表
す
。
見
て
き
た
よ
う
に
、
対
象
の
知
覚
の
最
大
可
能
な
明
晰
性

を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、
ま
さ
に
こ
の
内
部
地
平
の
な
か
に
知
覚
し
な
が
ら
赴
く
可
能
性
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
正
常
性
に
と
っ

て
の
重
要
な
基
準
な
の
で
あ
る
。
ノ
エ
シ
ス
的
に
考
察
す
れ
ば
、
意
識
の
地
平
性
は
、
志
向
的
作
用
が
そ
れ
自
体
ひ
と
り
で
他
の
作
用
と

結
び
つ
け
ら
れ
ず
に
現
存
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
存
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
作
用
は
、
い
っ
そ
う
後
の
（
な
お
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
）
作
用
の
よ
う
に
同
じ
種
類
と
他
の
種
類
の
以
前
の
（
す
で
に
遂
行
さ
れ
た
）
作
用
と
を
参
照
指
示
す
る
24
。

意
識
の
地
平
性
は
、
何
か
が
ノ
エ
マ
的
に
没
地
平
的
に
現
出
し
、
共
に
現
出
す
る
も
の
の
有
意
味
な
全
連
関
へ
と
統
合
で
き
な
い
か
ぎ

り
で
、
あ
る
い
は
、
ノ
エ
シ
ス
的
に
没
地
平
的
に
現
出
し
、
そ
の
際
先
行
す
る
作
用
の
不
可
能
な
充
実
（
け
っ
し
て
失
望
と
は
同
じ
も
の

で
は
な
い
）と
し
て
、
な
い
し
は
以
前
に
成
立
し
て
い
る
作
用
の
完
全
に
空
虚
な
予
描
と
し
て
証
示
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
、
断
絶
の
垂�

直�

性�

25

に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
種
の
経
験
の
裁
量
不
可
能
性
、
志
向
的
意
識
の
措
定
を
逃
れ
る
正
常
性
限
界
の
超
出
と
下
降
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に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
現
象
学
は
、
経
験
の
際
の
一
律
調
和
性
の
断
絶
に
よ
っ
て
生
じ
る
境
界
性
を
研
究
す
る
の
に
よ
く
役
立
つ
の
で

あ
る
。

三
．
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
境
界
性
？

境
界
性
は
、
抽
象
概
念
と
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
そ
れ
ほ
ど
出
来
し
な
い
概
念
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
す
で
に
現
象
学
的
知
覚
分
析
の

水
準
で
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
諸
々
の
極
限
形
態
で
あ
る
。
外
的
知
覚
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
は
、
例
え
ば
、
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
い
し
は
射
映
の
無
限
の
開
放
性
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
対
象
は
け
っ
し
て
全
面
的
に
現
前
的
で
は
な
く
、
表
意

と
直
観
と
い
う
目
的
論
的
過
程
の
な
か
で
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
直
観
の
極
限
を
呈
示
す
る
│
│
そ
れ
は
充
実
の
増
大
の
理
想
と
し
て
統

制
的
性
格
を
も
つ
26
。
し
た
が
っ
て
、
対
象
は
、
考
察
と
い
う
自
我
能
動
性
に
よ
っ
て
は
け
っ
し
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
限
界
を
形

成
す
る
。
よ
り
以
上
に
移
行
と
閾
具
有
性
の
諸
局
面
と
か
か
わ
る
境
界
性
の
別
の
形
式
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
目
覚
め
る
こ
と
と
入
眠
す
る

こ
と
の
よ
う
な
現
象
に
即
し
て
│
│
そ
し
て
誕
生
と
死
に
即
し
て
い
っ
そ
う
詳
細
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
類
比
に
よ
っ
て
│
│
記
述
し
て
い

る
。入

眠
す
る
こ
と
は
「
生
の
意
志
の
も
つ
積
極
性
を
沈
ま
せ
る
こ
と
と
手
放
す
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
際
、
覚
醒
状
態
と
い
う
日
常
的
活

動
の
弛
緩
と
離
反
へ
の
「
意
志
能
動
性
の
こ
う
し
た
転
換
」、
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
否
定
性
は
「
諸
々
の
触
発
に
も
か
か
わ
る
。
そ

の
誘
引
力
が
共
に
沈
降
す
る
。
手
放
す
際
に
私
は
触
発
す
る
も
の
も
ま
た
手
放
す
。
私
が
弛
緩
す
る
な
ら
ば
、
全
体
的
に
弛
緩
し
た
関
心

と
い
う
様
態
に
あ
る
な
ら
ば
、
触
発
も
ま
た
訴
え
と
い
う
そ
の
相
関
的
緊
張
を
喪
失
す
る
」27
。
入
眠
す
る
こ
と
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
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入
眠
す
る
こ
と
へ
の
関
心
を
随
伴
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
多
か
れ
少
な
か
れ
物
体
と
精
神
の
弛
緩
の
た
め
に
切
望
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
、
職
業
的
関
心
で
あ
れ
、
情
動
的
面
倒
で
あ
れ
、
過
去
の
再
現
前
化
で
あ
れ
、
未
来
の
予
料
で
あ
れ
、
ど
の
よ
う
に
活
発
に
覚
醒
状
態

の
主
題
に
な
お
従
事
し
て
い
る
か
次
第
で
、
遅
か
れ
早
か
れ
始
ま
る
こ
と
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
す
べ
て
こ
う
し
た
覚
醒
意
識
か
ら
睡

眠
状
態
へ
と
誘
導
す
る
現
象
は
「
睡
眠
へ
の
移�

行�

現�

象�

」
で
あ
る
。「
睡�

眠�

そ�

の�

も�

の�

は
こ
の
様
態
の
極
限
、
全
面
的
触
発
の
弛
緩
と
没

能
動
性
、
没
意
志
性
、
意
志
の
弛
緩
の
極
限
で
あ
る
」28
。
こ
の
極
限
は

そ
れ
自
体
直
接
的
に
は
経
験
可
能
で
は
な
い
29
…
…
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
す
る
こ
と
そ
の
も
の
は
覚
醒
し
た
能
動
性
の
様

態
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
入
眠
す
る
こ
と
の
独
特
さ
は
関
心
自
我
と
し
て
の
自
我
が
受
動
的
に
な
る
こ
と
の
普�

遍�

性�

で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
、
自
我
的
生
、
し
た
が
っ
て
、
意
志
適
合
的
生
の
様
態
な
い
し
は
、
自
我
が
全
面
的
に
統
一
的
な

消
極
的
関
心
様
態
を
も
つ
流
れ
る
生
の
現
在
と
い
う
重
大
な
全�

面�

現�

象�

で
あ
る
30
。

し
た
が
っ
て
、
境
界
性
は
、
経
験
の
諸
々
の
異
な
る
次
元
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
境
界
性
は
知
覚
の
際
の
極
限
形
態

を
表
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
充
実
の
到
達
不
可
能
な
、
そ
れ
ゆ
え
理
念
的
な
限
界
を
構
成
す
る
。
ど
れ
ほ
ど
強
く
能
動
的
│

自
我
的
に

外
的
知
覚
の
対
象
の
考
察
に
没
入
し
よ
う
と
も
、
自
我
は
、
こ
の
極
限
に
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
根
拠
に
よ
っ
て
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

し
た
が
っ
て
、
対
象
の
完
全
な
原
的
所
与
性
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
こ
の
極
限
は
「
上
へ
」
向
か
う
自
我
活

動
性
の
限
界
、
能
動
的
に
維
持
さ
れ
る
認
識
関
心
と
い
う
枠
組
み
で
の
直
観
適
合
的
明
晰
性
の
目
的
論
的
増
大
の
限
界
を
表
示
す
る
。
第

二
に
、
境
界
性
は
、
眠
り
の
例
に
即
し
て
判
明
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
到
達
可
能
な
限
界
と
し
て
理
解
で
き
る
。
な
る
ほ
ど
、
眠
り
は
入
眠
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す
る
こ
と
の
極
限
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
深
い
眠
り
に
落
ち
る
ほ
ど
遠
く
に
ま
で
意
識
の
自
我
能
動
性
が
沈
下
す
る
場
合

に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
極
限
に
到
達
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
到
達
可
能
な
限
界
は
、「
下
へ
」
向
か
う
自
我
活
動
性
の
限
界
と

し
て
解
釈
で
き
る
。
第
三
に
、
境
界
性
で
も
っ
て
、
例
え
ば
目
覚
め
と
眠
り
の
間
の
、
い
っ
そ
う
根
底
的
に
は
正
常
性
と
異
常
性
の
間
の

往
来
、
内
的
な
空
間
的
・
時
間
的
延
長
と
持
続
を
も
つ
閾
具
有
性
が
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
の
境
界
性
は
、
極
限
へ
の
な
い
し
は

極
限
か
ら
運
動
す
る
範
囲
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
第
三
の
規
定
に
従
っ
て
狂
気
の
よ
う
な
意
識
の
異
常
な
状
態
を
把
握
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
異
常
性
は
正
常
状
態
の
漸
次
的
変
位
と

し
て
、
他
の
方
向
に
も
、
つ
ま
り
、
正
常
性
の
方
向
へ
と
超
出
す
る
こ
と
が
あ
る
閾
の
踏
み
越
え
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
．
一
．
境
界
的
状
態
と
し
て
の
狂
気

『
相
互
主
観
性
の
現
象
学
』
第
一
巻
の
な
か
の
一
節
は
、「
共
通
世
界
の
構
成
を
や
め
る
こ
と
と
し
て
の
正
気
で
な
く
な
る
こ
と
と
死
」

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
の
詳
述
は
、
両
現
象
が
主
観
に
と
っ
て
「
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
」31
を
意
味
す
る
と
い
う
意
味
で

死
と
正
気
で
な
く
な
る
こ
と
の
類
比
化
を
許
し
て
い
る
。
正
気
で
な
く
な
る
こ
と
に
つ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
わ
れ

わ
れ
は
、
任
意
に
強
く
異�

常�

で
あ
り
、
正
気
で
は
な
く
、
最
終
的
に
は
世
界
を
も
は
や
成
立
さ
せ
な
い
主
観
も
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
」32
。
け
れ
ど
も
、
死
と
は
異
な
り
、
狂
気
は
、
そ
こ
か
ら
の
復
帰
が
存
在
す
る
状
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
限�

界�

と
い
う
意
味
で
よ
り

も
む
し
ろ
経
験
の
な
か
で
の
漸
次
的
往
来
な
い
し
入
出
の
な
か
に
漂
う
こ
と
が
あ
る
閾�

と
い
う
意
味
で
の
境
界
性
で
あ
る
33
。

精
神
病
理
学
で
は
、
例
え
ば
、
患
者
を
世
界
か
ら
捥
ぎ
取
る
が
、
し
か
し
、
過
ぎ
去
り
、
そ
れ
を
通
し
て
正
常
者
た
ち
の
共
同
世
界
に

再
び
入
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
「
妄
想
的
発
作
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
死
の
場
合
と
は
異
な
り
、
正
気
を
失
っ
た
者
は
、
相
互
主
観
的
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正
常
性
と
い
う
状
態
あ
る
い
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
異
常
そ
の
も
の
の
閾
状
態
に
辿
り
着
き
、
そ
の
現
出
に
つ
い
て
報
告
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
正
気
を
失
っ
た
者
は
│
│
例
え
ば
、
ア
ル
ノ
ル
ト
・
フ
ァ
ン
・
ヘ
ネ
ッ
プ
や
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
タ
ー
ナ
ー
の
人
類
学
的
儀
礼
論
の
意
味

で
34
│
│
諸
々
の
世
界
の
間
の
無
人
地
帯
に
す
み
、
そ
の
再
統
合
は
儀
礼
的
審
級
や
神
的
力
に
依
存
す
る
「
閾
存
在
者
」
で
あ
る
。
民
俗

学
的
観
方
か
ら
、
境
界
性
か
ら
患
者
が
報
告
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
精
神
療
法
の
枠
組
み
の
な
か
で
、
治
療
者
は
、
一
定
の

意
味
で
は
、
そ
の
移
行
を
組
織
化
・
合
法
化
す
る
司
会
者
で
あ
る
。
比
較
可
能
な
も
の
は
、
死
の
事
例
に
は
存
在
し
な
い
35
。
し
た
が
っ

て
、
現
象
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
異
常
性
を
正
常
性
か
ら
研
究
し
よ
う
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
反
対
に
ま
た
、
正
常
性
を
異
常

性
か
ら
研
究
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
精
神
病
理
学
は
「
他
の
世
界
か
ら
の
」
報
告
を
も
っ
て
実
り
豊
か
な
対
質
の
可
能
性
を
提
供
す

る
。フ

ッ
サ
ー
ル
は
、
狂
気
を
、
異
他
経
験
に
お
け
る
他
種
性
の
有
心
的
、
幼
児
的
、
異
文
化
的
局
面
と
比
較
し
て
相
互
主
観
性
の
現
象
学

に
と
っ
て
の
問
題
領
野
と
し
て
主
題
化
し
、
主
観
が
統
一
的
世
界
を
も
は
や
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
、
社
会
的
な
作
用
、
意

識
の
基
礎
的
な
共
感
的
能
作
に
基
づ
く
作
用
を
す
る
た
め
の
能
力
の
不
足
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
状
態
と
し
て
規
定
す
る
。
学

問
的
意
味
で
は
、
統
合
失
調
症
と
い
う
意
味
で
の
狂
気
は
、
思
考
、
知
覚
、
情
感
性
の
心
理
的
障
碍
に
対
す
る
診
断
と
し
て
立
ち
現
れ
、

そ
の
際
、
様
々
な
徴
候
的
現
出
形
式
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
精
神
科
の
入
院
加
療
の
際
の
最
も
頻
繁
な
診
断
と
し
て
、
統
合
失
調

症
は
い
わ
ば
、（
例
え
ば
、
耳
の
な
か
の
声
や
視
野
の
な
か
で
の
危
険
を
は
ら
ん
だ
現
象
の
幻
覚
的
な
立
ち
現
れ
と
い
う
）
異
他
的
影
響

に
よ
る
突
発
や
触
発
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
意
識
の
「
異
常
の
通
例
」
で
あ
る
。
統
合
失
調
症
の
陽
性
症
状
と
し
て
、
度
々
正
常

な
体
験
す
る
は
た
ら
き
の
超
過
増
大
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
特
徴
的
な
の
は
、
形
式
的
並
び
に
内
容
的
な
思
考
障
碍
、
感
覚
妄

想
、
運
動
不
穏
で
あ
る
。
内
容
的
思
考
障
碍
に
と
っ
て
典
型
的
な
の
は
、
妄
想
形
成
、
例
え
ば
、
論
評
的
声
や
侮
辱
的
声
や
命
令
的
声
に
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よ
っ
て
患
者
が
話
し
か
け
ら
れ
る
聴
覚
的
幻
覚
36
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
度
々
、
追
跡
妄
想
、
観
察
さ
れ
、
追
跡
さ
れ
、
誘
拐
さ
れ
さ
え
す

る
と
い
う
確
信
が
生
じ
る
。
相
互
主
観
性
の
現
象
学
の
観
方
か
ら
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
他
者
た
ち
が
統
合
失
調
者
の
思
想
を
読
む

こ
と
や
テ
レ
パ
シ
ー
能
力
に
よ
っ
て
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
統
合
失
調
者
の
確
信
で
あ
る
。

現
象
学
的
精
神
科
医
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
は
、
統
合
失
調
症
を
「
自
然
な
自
明
性
の
喪
失
」37
と
し
て
規
定
す
る
。

統
合
失
調
症
者
は
、
恒
久
的
な
動
揺
に
直
面
し
て
、
諸
現
出
を
も
は
や
自
分
の
周
り
に
あ
る
世
界
の
な
か
で
端
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
動
揺
に
は
、
方
向
定
位
能
力
の
喪
失
が
対
応
す
る
、
す
な
わ
ち
、
経
験
経
過
の
身
体
的
・
精
神
的
一
律

調
和
性
の
尺
度
が
信
頼
で
き
る
よ
う
に
妥
当
す
る
こ
と
を
や
め
る
の
で
あ
る
。
生
世
界
的
日
常
性
の
確
実
性
は
、
統
合
失
調
症
者
た
ち
に

と
っ
て
崩
壊
す
る
。
こ
の
場
合
、
当
惑
は
、
統
合
失
調
症
者
が
自
ら
創
り
出
す
詳
細
化
さ
れ
た
説
明
モ
デ
ル
を
手
掛
か
り
に
そ
の
世
界
の

理
論
に
導
か
れ
る
認
識
へ
の
増
大
し
た
欲
求
と
し
ば
し
ば
並
行
し
て
現
れ
る
。
心
理
療
法
士
と
共
に
こ
の
現
象
に
つ
い
て
語
る
な
ら
ば
、

彼
ら
は
し
ば
し
ば
、
分
析
的
│

疑
似
科
学
的
仕
方
で
、
患
者
た
ち
が
、
自
分
の
意
識
の
異
常
性
を
抽
象
的
な
水
準
で
顧
慮
し
、
理
解
し
よ

う
と
試
み
る
こ
と
に
つ
い
て
の
驚
き
を
描
写
す
る
。
患
者
た
ち
が
治
療
会
話
の
際
に
申
し
出
る
私
秘
的
理
論
建
築
物
は
、
時
折
驚
く
べ
き

複
合
性
に
達
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
統
合
失
調
症
は
、
第
一
段
階
の
陽
性
徴
表
と
相
関
的
に
、
固
有
の
、
異
常
と
し
て
経
験
・
認
識
さ
れ

る
意
識
と
の
関
連
で
の
超
分
析
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

統
合
失
調
症
の
病
理
学
的
状
態
を
、
現
象
学
者
が
エ
ポ
ケ
ー
と
還
元
に
よ
っ
て
無
媒
介
的
な
生
の
遂
行
か
ら
距
離
を
取
り
、
生
世
界
の

非
主
題
性
か
ら
意
識
の
顕
在
的
主
題
的
記
述
に
至
る
場
合
に
、
現
象
学
者
が
い
る
状
態
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
懐
疑
、
自
己
不
審
、
超
分

析
性
の
よ
う
な
二
、
三
の
徴
候
が
終
始
比
較
可
能
で
あ
る
。
現
象
学
で
は
、
統
合
失
調
症
者
を
受
動
的
に
襲
い
、
統
合
失
調
症
者
の
場
合

に
、
正
常
で
あ
る
こ
と
や
正
常
で
な
い
こ
と
に
対
す
る
感
覚
の
鋭
敏
化
に
至
る
よ
う
な
「
自
然
な
自
明
性
の
喪
失
」
は
、
方
法
的
道
具
と
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超
越
論
哲
学
的
根
本
決
断
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
象
学
者
は
、
能
動
的
に
、
方
法
的
仕
方
で
か
の
習
慣
的
自
明
性

を
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
意
識
の
構
成
的
能
作
を
分
析
す
る
た
め
に
、
中
止
す
る
。
そ
の
際
、
背
後
を
問
わ
れ
な
か
っ
た
自
然
的

世
界
態
度
の
自
明
性
、
す
べ
て
に
先
ん
じ
る
世
界
の
意
識
外
的
実
在
性
へ
の
ド
ク
サ
的
信
念
が
括
弧
に
入
れ
ら
れ
る
。
現
象
学
的
考
察

は
、
自
然
的
意
識
が
正
常
で
真
と
み
な
す
も
の
の
限
界
に
即
し
て
、
い
っ
そ
う
深
い
存
在
論
的
水
準
で
の
正
常
な
も
の
の
復
元
の
成
果
を

も
っ
て
超
越
論
的
正
常
化
へ
と
激
変
す
る
異
他
化
を
推
し
進
め
る
。

し
か
し
、
な
お
い
っ
そ
う
広
い
意
味
で
統
合
失
調
症
と
統
合
失
調
症
を
攻
究
す
る
精
神
病
理
学
は
現
象
学
に
と
っ
て
興
味
深
い
。
医
学

史
家
カ
ン
ギ
レ
ム
は
基
礎
的
著
作
『
正
常
と
病
理
』
の
な
か
で
ル
ナ
ン
を
引
用
し
て
い
る
。

眠
り
、
狂
気
、
譫
妄
、
夢
遊
、
幻
覚
は
、
個
体
心
理
学
に
と
っ
て
格
段
に
適
切
な
研
究
領
域
を
正
常
状
態
と
し
て
呈
示
す
る
。
と
い

う
の
は
、
こ
こ
で
そ
の
目
立
た
な
さ
の
た
め
に
疑
似
的
に
現
存
し
な
い
諸
現
象
は
、
そ
の
増
大
の
お
か
げ
で
途
方
も
な
い
危
機
の
な

か
で
ま
す
ま
す
い
っ
そ
う
判
明
に
露
わ
に
な
る
か
ら
で
あ
る
38
。

病
理
学
は
、
経
験
則
、
顕
微
鏡
、
実
験
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
同
様
に
カ
ン
ギ
レ
ム
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
る
リ
ボ
ー
に

よ
れ
ば
、
病
は
「
自
然
自
身
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
条
件
の
下
で
特
定
の
│
│
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
運
命
を
乗
り
越
え
る
│
│
や
り
方
の
助

け
で
指
示
さ
れ
る
極
度
に
精
錬
さ
れ
た
実
験
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
39
。
病
理
学
的
状
態
で
、
正
常
な
も
の
は
い
っ
そ
う
判
明
な
仕
方
で

現
出
す
る
、
す
な
わ
ち
、
病
は
、
完
全
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
差
異
性
論
証
の
意
味
で
、
通
常
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
り
以
上
の
諸
々
の

差
異
を
認
識
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
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三
．
二
．
実
験
と
し
て
の
現
象
学

現
象
学
的
に
反
省
す
る
観
察
者
│

自
我
は
、
自
我
そ
の
も
の
で
あ
る
意
識
を
、
そ
の
構
成
的
能
作
、「
能
作
能
力
」、「
能
作
制
限
」（
す

な
わ
ち
、
ま
さ
に
知
覚
の
取
得
不
可
能
な
過
当
要
求
、
経
験
の
取
得
不
可
能
な
感
覚
超
出
、
行
動
の
背
後
遡
求
不
可
能
な
ル
ー
テ
ィ
ン
化

し
た
模
範
）
に
応
じ
て
問
い
尋
ね
、
そ
の
つ
ど
の
内
容
と
内
容
を
与
え
る
意
識
機
能
の
本
質
に
達
す
る
た
め
に
、
そ
の
内
容
を
段
階
的
連

続
で
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
徹
頭
徹
尾
「
実
験
的
」
動
向
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ド
ン
・
イ
ー
デ
は
、
現
象
学
的
行

い
の
も
つ
こ
う
し
た
実
験
的
性
格
を
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。「
現
象
学
は
、
ま
ず
第
一
に
、
探
求
科
学
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ

の
本
質
的
構
成
要
素
は
実
験
で
あ
る
。
現
象
学
は
実�

験�

的�

で
あ
り
、
そ
の
実
験
は
、
注
意
深
く
計
画
さ
れ
た
一
連
の
制
御
と
方
法
に
従
っ

て
行
わ
れ
る
」40
。
還
元
と
エ
ポ
ケ
ー
と
い
う
方
法
的
階
梯
は
、
現
象
学
が
事
物
に
対
す
る
そ
の
視
を
鍛
え
、
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る

事
物
に
対
し
て
純
粋
な
現
象
学
的
考
察
の
領
野
、
意
識
実
験
の
た
め
の
領
野
を
露
出
さ
せ
る
。
し
か
し
、
現
象
学
的
「
実
験
」
が
生
み
出

す
の
は
、
心
理
的
現
象
や
効
果
の
現
実
性
を
め
ぐ
る
知
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
可
能
性
を
め
ぐ
る
知
で
あ
る
。
経
験
的
心
理
学
と
精
神
病

理
学
が
、
現
実
性
の
学
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
象
学
は
可
能
性
の
学
で
あ
る
。
諸
々
の
現
実
は
、
現
象
学
的
方
法
に
と
っ
て
仮
構
変
造
し
た

り
自
由
に
変
更
し
た
り
す
る
過
程
の
な
か
で
変
異
体
と
し
て
役
立
つ
。
そ
の
際
、
次
第
に
意
識
現
象
の
す
べ
て
の
偶
然
的
特
性
が
剥
ぎ
取

ら
れ
る
。
偶
然
的
な
も
の
と
可
変
的
な
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
実
験
の
際
に
可
能
な
か
ぎ
り
排
除
さ
れ
る
。
心
理
学
的
実
験
の
際
に
は
例
え

ば
、
こ
れ
が
、
実
験
計
画
法
、
被
検
査
者
へ
の
指
示
、
評
価
の
仕
方
に
影
響
を
及
ぼ
す
様
々
な
制
御
技
術
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
可
能
的
な

外
乱
変
数
が
知
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
影
響
は
例
え
ば
体
系
的
条
件
変
更
の
恒
常
性
維
持
、
制
御
要
因
の
並
行
化
や
充
填
化
の
技
術

に
よ
っ
て
和
ら
げ
る
こ
と
が
で
き
た
り
そ
れ
ど
こ
ろ
か
消
去
で
き
た
り
す
る
。
可
能
的
な
外
乱
変
数
が
知
ら
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
の

影
響
は
単
に
ラ
ン
ダ
ム
化
、
そ
の
偶
然
的
配
置
と
結
合
に
よ
っ
て
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
象
学
的
意
識
実
験
で
は
、
こ
れ
が
エ
ポ

見
え
ざ
る
限
界

― ８２ ―



ケ
ー
（
自
然
的
世
界
の
存
在
定
立
の
括
弧
入
れ
）
と
還
元
（
志
向
的
意
識
の
構
成
能
作
へ
の
遡
行
）
に
よ
っ
て
生
じ
る
。

経
験
的
実
験
は
、
外
乱
変
数
が
、
独
立
変
数
（
例
え
ば
、
テ
レ
ビ
）
と
従
属
変
数
（
例
え
ば
、
記
憶
ス
パ
ン
）
の
間
の
相
互
依
存
関
係

や
依
存
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、
無
作
為
抽
出
問
題
が
あ
る
特
定
の
人
口
に
対
し
て
可
能
な
か
ぎ
り
代
表
的
で
あ
り
、
そ
の
成
果

が
複
製
可
能
で
あ
る
ま
で
に
制
御
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
成
果
の
妥
当
性
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
象
学
的
妥
当
性
は
、
現
象
を
そ

の
現
出
の
い
か
に
に
お
い
て
方
法
的
に
制
御
し
て
反
省
す
る
こ
と
と
言
語
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
と
に
成
功
す
る
場
合
に
達
成
さ
れ
る
。

「
す
べ
て
の
原
理
の
な
か
の
原
理
」41
を
も
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
周
知
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
知
覚
と
い
う
与
え
る
作
用
の
直
観
的
充
実

に
支
え
を
も
た
な
い
す
べ
て
の
吟
味
さ
れ
て
い
な
い
定
説
に
抵
抗
す
る
42
。
し
か
し
、
知
覚
適
合
的
に
提
示
さ
れ
る
も
の
を
体
系
的
に
観

な
が
ら
透
徹
す
る
場
合
に
遂
行
さ
れ
る
吟
味
は
、
経
験
的
に
実
験
す
る
と
い
う
意
味
で
の
仮
説
の
吟
味
で
は
な
い
。「
見
ら
れ
る
も
の
」

そ
の
も
の
を
し
っ
か
り
保
持
す
る
こ
と
と
そ
の
固
有
本
質
に
お
い
て
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
が
、
吟
味
の
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

で
も
っ
て
本
来
的
に
吟
味
さ
れ
る
の
は
、
事
象
そ
の
も
の
に
即
し
て
証
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
象
に
関
連
す
る
過
当
要
求
な
の
で
あ

る
。現

象
学
に
「
見
る
こ
と
」
は
ひ
と
つ
の
修
練
で
あ
り
、
そ
の
際
現
象
学
者
は
い
わ
ば
実
験
者
で
も
あ
り
被
験
者
で
も
あ
る
。
そ
の
際
、

諸
々
の
過
当
要
求
を
発
見
す
る
こ
と
は
、
様
々
な
水
準
で
生
じ
る
。
現
象
学
は
、
自
然
的
態
度
で
、
そ
の
つ
ど
の
対
象
を
全
体
と
し
て
与

え
る
と
偽
っ
て
主
張
す
る
知
覚
に
始
ま
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
、
つ
ね
に
た
だ
対
象
の
一
定
の
局
面
（
例
え
ば
、
前
面
）
し
か
目
に
さ
れ

ず
、
そ
の
一
方
で
、
他
の
局
面
（
背
面
）
は
現
勢
的
に
は
知
覚
に
属
し
て
い
な
い
。
外
的
知
覚
の
対
象
は
、
た
え
ず
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
的
に
縮
減
し
射
映
し
て
」43
現
出
し
、
対
象
の
全
面
的
直
観
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
知
覚
は
「
固
有
本
質
に
従
っ
て
す
る

能
力
が
な
い
こ
と
を
す
る
と
い
う
恒
常
的
過
当
要
求
」44
を
内
容
と
し
て
い
る
。
十
全
的
知
覚
、
対
象
の
包
括
的
・
明
証
的
直
観
を
可
能
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に
す
る
だ
ろ
う
知
覚
と
い
う
理
想
は
、
外
的
知
覚
の
際
に
は
、
達
成
で
き
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
理
想
を
む
し
ろ
内
的
知
覚
の
際
に

現
実
化
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
。
な
ぜ
な
ら
、
内
的
知
覚
の
際
に
対
象
は
「
余
す
と
こ
ろ
な
く
把
握
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
知
覚

す
る
こ
と
の
な
か
に
実
的
に
含
ま
れ
て
い
る
」45
か
ら
で
あ
る
。
対
象
の
存
在
は
そ
の
知
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
等
し
い
│
│
「
直�

観�

の
原

様
態
」46
と
し
て
す
べ
て
の
さ
ら
な
る
分
析
の
地
盤
を
提
供
す
る
知
覚
の
水
準
か
ら
、
し
た
が
っ
て
、
存
在
（esse

）
と
知
覚
さ
れ
る
も
の

（percipi

）
は
一
致
す
る
47
。

三
．
三
．
位
相
的
図
形
と
し
て
の
境
界
性

現
象
学
的
記
述
は
、
直
観
の
正
常
性
、
現
出
す
る
も
の
の
類
型
群
と
主
観
的
遂
行
の
習
慣
的
自
明
性
を
前
提
す
る
。
異
常
性
は
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
場
合
に
正
常
性
か
ら
規
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
正
常
性
と
異
常
性
は
意
識
生
の
過
程
性
に
関
連
し
て
ど
の
よ
う
に
互
い
に
関
わ

り
合
う
の
か
。
ど
の
よ
う
に
し
て
正
常
性
の
状
態
か
ら
異
常
性
の
状
態
へ
と
至
る
の
か
。
移
行
は
、
そ
れ
自
体
け
っ
し
て
延
長
を
も
た
な

い
限
界
性
を
超
え
出
る
こ
と
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
内
的
持
続
と
構
造
を
所
持
し
て
い
る
閾
状
態
に
入
る
こ
と
や
出
て
い
く
こ
と
と

し
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ジ
ェ
フ
・
マ
ル
パ
ス
が
記
述
す
る
よ
う
に
、
境
界
性
の
位
相
は
、
例
え
ば
、
自
然
の
経
過
（
日
没
や
黎

明
）
の
な
か
に
そ
の
照
応
が
あ
る
覚
醒
と
睡
眠
（
入
眠
と
目
覚
め
）
の
間
の
時
間
の
よ
う
な
、
同
様
に
、
明
ら
か
に
あ
る
状
態
に
も
別
の

状
態
に
も
属
さ
な
い
空
間
が
開
か
れ
る
時
間
期
間
で
あ
る
。
そ
う
し
た
間
│

空
間
と
間
│

時
間
は
、
そ
の
移
行
的
性
格
に
よ
っ
て
│
│
あ
る

時
に
は
、
移
行
の
際
に
よ
ぎ
る
移
行
の
時
間
が
あ
り
、
あ
る
時
に
は
、
移
行
の
空
間
を
貫
い
て
通
過
す
る
人
自
身
が
い
る
│
│
同
様
に
、

暫
定
的
な
静
止
、
始
原
状
態
と
目
標
状
態
の
構
造
的
条
件
性
と
所
与
性
の
隔
た
り
と
解
消
の
瞬
間
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し

た
間
│

瞬
間
と
間
│

位
置
の
な
か
で
、
意
識
に
と
っ
て
前
か
ら
後
か
ら
の
隔
た
り
の
取
り
や
め
の
際
に
そ
の
最
も
固
有
の
徴
表
を
は
っ
き
り
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見
せ
る
反
省
的
潜
在
力
が
解
き
放
た
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

だ
か
ら
、
境
界
性
の
時
間
は
反
省
の
た
め
の
空
間
を
切
り
開
く
│
│
作
用
が
休
止
し
て
い
る
際
に
時
間
的
に
行
わ
れ
る
と
き
の
時
間

（
そ
れ
ゆ
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
黄
昏
の
到
来
と
と
も
に
、
哲
学
を
意
味
し
て
い
る
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
梟
は
翼
を
広
げ
る
と
主
張
す
る
の

は
適
切
な
の
で
あ
る
）。
…
…
境
界
性
の
時
間
と
空
間
は
不
確
か
な
も
の
と
不
透
明
な
も
の
の
時
間
と
空
間
、
可
能
性
と
問
い
の
時

間
と
空
間
な
の
で
あ
る
48
。

そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
時
間
的
に
行
わ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
主
観
の
自
我
活
動
が
異
他
的
刺
激
に
よ
っ
て
触
発

さ
れ
る
た
め
に
最
小
限
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
意
味
す
る
。
問
い
の
可
能
性
は
、
こ
の
場
合
、
能
動
的
探
求
的
問
い
尋
ね
よ
り

以
上
に
受
動
的
│

受
容
的
開
放
性
の
姿
勢
を
表
す
。
こ
う
し
た
状
態
で
触
発
さ
れ
る
も
の
な
い
し
触
発
す
る
も
の
と
し
て
現
出
す
る
も
の

が
、
そ
の
後
回
顧
的
に
反
省
の
対
象
に
さ
れ
う
る
。
そ
の
際
、
反
省
は
そ
の
客
観
を
、
主
観
の
内
部
生
の
な
か
の
「
中
立
的
」
形
式
に
見

出
す
の
で
は
な
く
、
こ
の
客
観
は
、
反
省
作
用
に
先
行
す
る
対
応
す
る
観
察
姿
勢
や
態
度
次
第
で
別
様
に
現
出
す
る
49
。

さ
て
、
哲
学
は
、
真
正
の
自
己
確
実
化
に
至
る
た
め
に
、
エ
ゴ
の
自
由
裁
量
の
特
殊
な
形
式
、
予
期
さ
れ
ず
位
置
特
定
で
き
な
い
現
象

に
対
し
て
自
ら
を
さ
ら
す
こ
と
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
、
特
に
現
象
学
を
際
立
た
せ
て
き
た
。
経
験
の
受
動
的
側
面
の
切
り
上
げ
と
経
験

内
容
の
構
成
の
際
の
受
動
的
│

綜
合
的
経
過
の
水
準
の
貫
徹
は
、
発
生
的
現
象
学
の
最
も
重
要
な
認
識
論
的
前
進
に
属
す
る
。

ま
さ
に
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
、
移
行
の
諸
位
相
の
な
か
で
の
意
識
の
境
界
化
を
も
っ
て
、
今
や
そ
れ
ほ
ど
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的

還
元
と
い
う
意
味
で
の
自
我
分
割
や
、
自
己
を
志
向
的
対
象
と
し
て
表
象
的
に
す
る
だ
ろ
う
端
的
な
自
己
客
観
化
は
思
念
さ
れ
て
い
な
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い
。
む
し
ろ
そ
の
際
に
自
ら
を
喪
失
す
る
こ
と
な
し
に
、
異
他
的
な
も
の
に
対
し
て
答
え
る
際
に
ま
さ
に
再
び
見
出
す
た
め
に
、
自
己
か

ら
離
れ
、
異
他
的
な
も
の
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
起
因
す
る
自
己
異
他
化
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
反
省
の
能
作
で
あ
り
う
る
そ
う
し
た

「
自
己
へ
の
帰
還
」
な
し
に
は
、
ひ
と
は
境
界
性
と
い
う
無
人
地
帯
に
我
を
忘
れ
、
統
合
失
調
症
に
な
る
だ
ろ
う
│
│
あ
る
い
は
統
合
失

調
症
の
ま
ま
で
あ
る
だ
ろ
う
。

境
界
性
の
状
態
を
意
識
の
正
常
性
の
方
向
へ
と
再
び
去
る
反
省
と
い
う
「
正
常
な
」
能
作
は
、
統
合
失
調
症
の
際
に
は
も
は
や
可
能
で

は
な
い
。
こ
こ
で
は
反
省
は
超
反
省
性
50
│
│
「
病
的
合
理
主
義
」51
│
│
に
高
め
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
思
考
そ
の
も
の
が
邪
魔
に
な

っ
て
い
る
。
統
合
失
調
症
の
意
識
の
超
分
析
性
は
、
ま
さ
に
、
正
常
性
へ
と
再
び
入
り
込
む
た
め
に
必
須
で
あ
る
自
己
距
離
化
を
不
可
能

化
す
る
52
。

閾
は
、
滞
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
非
場
所
と
し
て
際
立
た
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
所
は
そ
れ
に
よ
っ
て
閾
具
有
性
と
い
う
そ

の
性
格
を
失
う
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
閾
に
滞
在
す
る
こ
と
は
、
閾
を
、
超
え
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
更
な
る
閾
の
此
岸
と
彼
岸
の
場

所
に
す
る
。
閾
そ
の
も
の
が
持
続
的
に
は
「
住
ま
れ
る
」
こ
と
が
な
い
の
と
同
様
に
、
境
界
性
の
経
験
も
ま
た
持
続
す
る
こ
と
は
な
い
。

境
界
的
経
験
の
「
規
範
事
例
」
は
、
明
確
に
境
界
づ
け
ら
れ
た
持
続
が
あ
り
、
持
続
の
な
か
で
先
行
境
界
的
状
態
が
把
持
的
に
共
に
与
え

ら
れ
て
お
り
、
後
続
境
界
的
状
態
は
予
持
的
に
予
描
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
境
界
的
経
験
は
「
わ
れ
わ
れ
か
ら
他
の
経
験
、
他
の
場

所
、
他
の
時
間
へ
と
つ
ね
に
遠
ざ
か
る
」53
。

現
象
学
は
、
超
越
論
哲
学
の
カ
ン
ト
的
伝
統
か
ら
遠
ざ
か
る
な
か
で
範
疇
表
や
純
粋
理
性
理
念
を
超
越
論
的
手
引
き
と
し
て
用
い
よ
う

と
し
な
い
な
ら
ば
、
こ
こ
か
ら
経
験
的
独
特
さ
が
成
立
す
る
た
め
の
意
識
の
構
成
的
能
作
に
遡
り
問
う
た
め
に
、
ま
さ
に
ま
た
「
経
験

的
」
経
験
（‚em

pirischen‛
Erfahrung

）
で
始
め
る
以
外
の
可
能
性
を
も
た
な
い
。
そ
の
際
、
経
験
的
意
識
に
は
多
様
な
状
態
が
あ
り
、
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様
々
な
現
象
学
的
に
差
異
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
志
向
的
連
関
を
形
成
す
る
。
し
か
し
、
何
が
経
験
的
意
識
の
な
か
で
正
常
で
あ
る
の
か

は
、
は
じ
め
か
ら
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
可
能
な
か
ぎ
り
多
く
の
変
異
体
を
通
過
す
る
な
か
で
証
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
境
界
的

状
態
は
、
そ
う
し
た
変
異
化
手
続
き
に
可
能
性
に
従
っ
て
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
境
界
的
状
態
が
統
合
失
調
症
の
状
態
の
よ

う
に
、
変
異
を
遂
行
す
る
現
象
学
者
と
し
て
自
身
で
は
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
は
機
能
す
る
べ
き
な
の
か
。

実
際
、
他
者
に
つ
い
て
の
み
、
他
者
が
こ
の
状
態
に
あ
り
、
そ
の
状
態
に
つ
い
て
報
告
で
き
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
状
態
は
、

そ
こ
か
ら
少
な
く
と
も
お
よ
そ
可
能
的
な
意
識
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
私
の
意
識
の
可
能
性
と
し
て
現
出
す
る
。
こ
の
状
態
の
現
象
学
的

分
析
の
可
能
性
は
、
た
だ
間
接
的
に
精
神
病
理
学
の
与
件
を
経
て
の
み
、
し
た
が
っ
て
、
患
者
の
会
話
と
い
う
対
話
形
式
か
ら
生
じ
る
。

現
象
学
的
精
神
医
学
の
伝
統
の
な
か
で
は
、
現
象
学
は
、
そ
れ
を
も
っ
て
一
方
で
患
者
の
描
写
が
解
釈
さ
れ
、
他
方
で
患
者
自
身
の
状

態
を
分
析
す
る
た
め
に
患
者
が
援
助
さ
れ
る
完
成
し
た
方
法
集
積
よ
り
以
上
の
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
意
識
の
現
象
学
的
記
述
へ
の

相
互
主
観
的
練
習
を
通
し
て
、
患
者
は
、
そ
の
病
理
学
的
に
等
級
づ
け
ら
れ
る
意
識
と
し
て
の
そ
の
意
識
の
性
格
特
徴
へ
の
詳
細
化
さ
れ

た
視
に
至
り
、
そ
れ
は
統
合
失
調
症
の
超
分
析
に
添
い
、
持
続
的
な
認
識
を
創
造
す
る
際
に
確
実
性
を
媒
介
す
る
。
い
っ
そ
う
稀
に
し
か

試
み
な
れ
な
い
こ
と
は
、
病
理
学
的
状
態
そ
の
も
の
の
分
析
を
手
掛
か
り
に
し
た
現
象
学
的
認
識
の
豊
穣
化
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は

修
正
で
あ
る
。
異
常
な
性
格
特
徴
な
い
し
は
境
界
的
性
格
特
徴
の
規
定
か
ら
現
象
学
の
領
域
へ
の
逆
の
影
響
は
従
来
認
識
関
心
の
中
心
に

は
な
っ
て
い
な
い
。

正
常
性
が
正
常
化
の
過
程
に
遡
行
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
け
っ
し
て
完
全
に
正
常
で
は
な�

い�

こ
と
、
正
常
に
な�

る�

こ
と
を
意
味
す

る
。
さ
ら
に
、
単
純
に
、
誤
植
一
覧
や
罪
の
記
録
の
場
合
の
様
に
逸
脱
し
た
り
一
覧
に
さ
れ
た
り
す
る
何
か
が
存
在
す
る
の
で
は
な

― ８７ ―
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い
。
逸
脱
す
る
も
の
は
、
逸
脱
の
経
過
の
な
か
で
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
別
様
に
も
生
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
基
礎
的

偶�

然�

の
表
現
な
の
で
あ
る
54
。

か
く
し
て
現
象
学
者
も
ま
た
、
病
因
的
で
あ
れ
な
い
の
で
あ
れ
、
経
験
の
計
り
知
れ
な
さ
と
境
界
性
に
引
き
渡
さ
れ
て
お
り
、
経
験
の

計
り
知
れ
な
さ
と
境
界
性
と
が
立
ち
現
れ
る
場
合
、
そ
れ
ら
に
関
わ
り
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
立
ち
現
れ
る

か
は
、
あ
ら
か
じ
め
取
り
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
い
つ
ど
の
よ
う
に
に
つ
い
て
、
心
理
的
生
の
偶
然
性
と
壊
れ
や
す
さ
に
専
心

す
る
精
神
病
理
学
の
よ
う
な
諸
科
学
は
、
純
粋
に
現
象
学
的
に
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
洞
察
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
か
ぎ
り
で
、
現
象
学
的
視
点
か
ら
、
現
象
学
に
少
な
く
と
も
、
固
有
の
熟
慮
に
と
っ
て
の
発
見
法
と
し
て
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
こ

う
し
た
諸
科
学
と
の
共
同
作
業
は
や
り
が
い
が
あ
る
。
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R
olf,Thom

as:N
orm
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M
ünchen

1999,32.

⑵
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2010,17-51.

「
か
く
し
て
│
│
二
人
の
コ
ー
ヒ
ー
専
門
家
の
事
例
の
よ
う
に
│
│
長
年
の
鑑
定
や
比
較
に
よ
る
同
じ
コ
ー
ヒ
ー
の
風
味
は
、
一
時

的
に
火
傷
を
し
た
舌
を
用
い
る
の
と
同
様
に
、
あ
る
い
は
、
コ
ー
ヒ
ー
の
は
じ
め
の
一
口
が
、
紅
茶
を
前
に
し
て
も
つ
確
固
と
し
た
期
待
の
な
か

で
飲
ま
れ
る
場
合
と
は
、
別
様
に
呈
示
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
依
存
性
は
複
合
的
で
多
く
の
事
例
で
形
式
化
す
る
こ
と
が
か
な
り
難
し
い
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
呈
示
さ
れ
る
感
覚
先
行
的
機
能
は
主
観
的
相
対
性
の
発
生
の
理
解
に
と
っ
て
歩
み
う
る
道
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
」。

し
た
が
っ
て
、
正
常
性
は
主
観
相
対
的
で
あ
り
、
受
動
的
過
程
（
習
慣
化
、
特
定
の
反
復
的
刺
激
類
に
対
し
て
曝
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
沈
殿
）
に

も
能
動
的
過
程
（
事
象
へ
の
関
心
、
志
向
的
に
制
御
さ
れ
た
訓
練
、
顕
在
的
期
待
│
│
例
え
ば
、
そ
の
飲
み
物
が
紅
茶
で
あ
る
こ
と
）
に
も
依
存

し
て
い
る
。

⑺

Taipale,Joona:Norm
alität,

A
rtikelin:G

ander,H
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elm
uth
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rsg.
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⑻
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21

H
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22

こ
の
機
能
す
る
正
常
性
は
、
共
同
体
の
最
終
的
に
は
人
間
共
同
体
の
内
部
で
の
正
常
習
慣
に
つ
い
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
熟
慮
の
な
か
で
仕
上
げ
ら

れ
て
い
る
の
が
見
出
さ
れ
る
（vgl.H

ua
29,321

ff.

）。

23

V
gl.hierzu

H
eld,K

laus:H
orizontund

G
ew
ohnheit.H

usserls
W
issenschaftvon

der
Lebensw

elt,
in:V

etter,H
elm
uth

（H
rsg.

）:K
rise

der

W
issenschaften—

W
issenschaftder

K
rise,Frankfurta.M

.1998,11-25.

24

フ
ッ
サ
ー
ル
の
予
料
あ
る
い
は
「
帰
納
」
と
し
て
の
ノ
エ
シ
ス
的
地
平
と
い
う
規
定
を
参
照
（EU

,28

）。

25

デ
リ
ダ
が
類
似
し
た
仕
方
で
「
出
来
事
」
の
垂
直
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
（vgl.D

errida,Jacques:Von
der

G
astfreundschaft,

W
ien

2001,

33
ff.

）。

26

V
gl.hierzu

Tengelyi,Laszlo:Erfahrung
und

Ausdruck.Phänom
enologie

im
U
m
bruch

beiH
usserlund

seinen
N
achfolgern,

D
ordrecht

2007,84.

27

H
ua
39,591.

28

H
ua
39,591.

29

そ
の
か
ぎ
り
で
、
こ
こ
で
「
見
え
ざ
る
」
限
界
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

30

H
ua
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31

H
ua
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32

H
ua
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f.

33

V
gl.zur

D
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und
Schw
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W
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ff.
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V
gl.G

ennep,A
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van:Ü
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Frankfurt
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.1986;
Turner,V

ictor:D
as
Ritual.Struktur

und
Anti-Struktur,

Frankfurt
a.

M
.2005.

35

こ
こ
で
は
、
臨
床
的
死
が
再
び
生
へ
と
還
帰
し
、
彼
岸
に
つ
い
て
報
告
す
る
疑
わ
し
い
臨
死
体
験
は
註
釈
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

36

現
象
学
的
に
、
幻
覚
は
「
自
己
触
発
的
表
象
」（Lohm

ar,D
ieter:Phänom

enologie
der

schw
achen

Phantasie.U
ntersuchungen

der
Psycholo-

gie,C
ognitive

Science,N
eurologie

und
Phänom

enologie
zur

Funktion
der

Phantasie
in
der

W
ahrnehm

ung,
D
ordrecht2008,57

）
と
し

て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

見
え
ざ
る
限
界

― ９０ ―



37
B
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olfgang:D
er
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38

R
enan,

Ernest:
L’avenir

de
la
science,

zit.
aus:
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anguilhem
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G
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D
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N
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ale
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39

R
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N
orm
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und
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Pathologische,23

f.

40

Ihde,D
on:Experim

entalPhenom
enology.An

Introduction,
N
ew
Y
ork

1977,14.

41

H
ua
3/1,52.

42

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
許
で
の
修
業
時
代
を
回
顧
し
て
こ
う
書
い
て
い
る
。「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
教
訓
は
、
同
時
に
、
哲
学
的
知
識
の
吟

味
せ
ず
に
使
用
す
る
こ
と
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
を
要
求
す
る
が
、
し
か
し
ま
た
、
偉
大
な
思
想
家
の
権
威
を
も
ち
だ
す
こ
と
の
断
念
も
要
求
す
る

現
象
学
的
に
『
見
る
こ
と
』
の
漸
次
的
練
習
の
な
か
で
生
じ
た
」（H

eidegger,M
artin:M

ein
W
eg
in
die
Phänom

enologie,
in:H

eidegger,M
ar-

tin:Zur
Sache

des
D
enkens,Tübingen

2000,86

）。

43

H
ua
19/2,589.

44

H
ua
11,3.

45

H
ua
19/1,365.

46

H
ua
6,107.

47

現
象
学
的
意
識
実
験
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
容
易
に
誤
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
自
己
実
験
が
客
観
化
す
る
道
具
な
し
に
企
て
ら

れ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
よ
う
に
思
え
、
そ
れ
は
、
普
遍
妥
当
性
に
つ
い
て
何
も
言
明
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
実
験
の
成
果
の
妥
当
性
範
囲

が
、
実
験
を
遂
行
す
る
主
観
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
含
意
す
る
。
実
験
者
の
客
観
的
立
場
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
現
象

学
的
分
析
は
「
自
己
分
析
」
や
「
自
己
現
象
学
」
に
制
限
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
客
観
的
に
妥
当
的
言
明
を
生
み
出

す
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
ま
た
、「
ヘ
テ
ロ
現
象
学
」
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
た
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
置
き
換
え
ら
れ
た
り
せ
ね
ば
な

ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
い
は
事
実
少
な
く
な
い
経
験
的
科
学
者
た
ち
と
分
析
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
抱
か
れ
る
。
そ
れ
は
内
観
主
義
と
い

う
非
難
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
（vgl.z.B

.D
ennett,D

aniel:The
IntentionalStance,

C
am
bridge

1987,154;
D
ennett,D

aniel:C
onscious-

ness
Explained,

B
oston

1991

）。「
自
己
知
」
の
形
式
と
し
て
の
内
観
と
現
象
学
的
記
述
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
批
判
的
議
論
は
以
下
に
見
出
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さ
れ
る
。Thom

asson,A
m
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and
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enologicalM
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in:
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enology
and
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C
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（2003

）,
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G
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そ
れ
で
も
や
は
り
、
自
分
自
身
の
思
考
と
の
独
話
と
い
う
中
間
領
域
の
な
か
で
あ
る
一
定
の
安
定
性
に
達
す
る
た
め
に
、
儀
礼
化
、
特
定
の
心
的

（
と
身
体
的
）
ル
ー
テ
ィ
ン
の
つ
ね
に
等
し
い
遂
行
へ
の
衝
動
が
生
じ
る
。V

gl.Fuchs,Thom
as:„Theory

ofM
ind“

oder
„C
om
m
on
Sense“?

Zur
Intersubjektivitätin

Autism
us
und

Schizophrenie,
in:Schizophrenie

23

（2007

）,22.

53

M
alpas,Atthe

Threshold:
The

Edge
ofLim

inality.

こ
こ
で
は
文
化
人
類
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
注
意
す
べ
き
だ
っ
た
の
は
、
徹
頭
徹

尾
文
化
的
に
統
制
さ
れ
、
こ
の
統
制
に
よ
っ
て
結
晶
化
し
た
、
こ
う
し
た
本
質
規
定
に
、
つ
ま
り
、
境
界
的
状
態
が
持
続
的
な
状
態
に
な
る
場

合
、
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
え
る
境
界
化
の
形
式
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
民
族
誌
的
記
録
が
判
明
に
は
っ
き
り
目
に
さ
せ
る
よ
う
に
、
数
多
く

の
文
化
の
な
か
に
、
境
界
性
の
位
相
が
「
正
し
く
」、
文
化
的
│

規
範
的
に
符
号
化
さ
れ
た
仕
方
で
「
閾
存
在
者
」（
不
死
者
、
追
放
者
、
失
敗
し

た
新
洗
礼
者
等
々
）
と
い
う
人
物
像
が
存
在
す
る
。
こ
の
存
在
者
は
、
突
飛
な
、
そ
れ
に
よ
っ
て
傑
出
し
た
形
態
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
例
外

事
例
と
し
て
共
同
体
の
統
一
を
内
側
で
証
明
す
る
が
ゆ
え
に
、
社
会
的
│

統
合
的
要
素
で
も
あ
る
。
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【
訳
者
解
題
】

本
論
文
はThiem

o
B
reyer,U

nsichtbare
G
renzen.Zur

Phänom
enologie

der
N
orm

alität,Lim
inalitätund

A
nom

alität,in:Philippe
M
erz,A

n-

drea
Staiti,Frank

Steffen

（H
rsg.

）,G
eist—

Person—
G
em
einschaft:

Freiburger
Beitrage

zur
AktualitätH

usserls,
W
ürzburg

2010,109-127

の

翻
訳
で
あ
る
。
著
者
テ
ィ
ー
モ
ー
・
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
で
博
士
学
位
を
取
得
後
、
同
大
学
フ
ッ
サ
ー
ル
文
庫
共
同
研
究
員
、
ハ
イ

デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
哲
学
・
精
神
医
学
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
講
座
の
ト
ー
マ
ス
・
フ
ッ
ク
ス
の
許
で
研
究
助
手
を
経
て
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
か
ら
哲

学
の
教
授
資
格
を
取
得
し
、
現
在
ケ
ル
ン
大
学
人
文
学
部
教
授
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
二
一
年
七
月
か
ら
は
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ロ
ー
マ
ー
の
後
継
と
し
て

同
大
学
フ
ッ
サ
ー
ル
文
庫
の
所
長
を
務
め
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
三
冊
の
単
著O

n
the

Topology
ofC

ulturalM
em
ory

（K
önigshausen

N
eum

ann

2007

）、Attentionalität
und

Intentionalität

（W
ilhelm

Fink
2011

）、Verkörperte
Intersubjektivität

und
Em
pathie

（V
ittorio

K
losterm

ann

2015

）、
さ
ら
に
は
二
〇
冊
近
く
に
及
ぶ
編
著
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
経
歴
と
研
究
か
ら
も
容
易
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
代
ド
イ
ツ
を
代
表

す
る
現
象
学
者
の
一
人
で
あ
る
。
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本
論
文
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
正
常
性
と
異
常
性
に
つ
い
て
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
意
識
の
も
つ
過
程
性
に
着
目
す
る
こ
と
を
通
し
て
境
界
性

を
正
常
性
と
異
常
性
の
中
間
現
象
・
移
行
現
象
と
し
て
見
出
し
て
い
る
。
こ
の
正
常
性
と
異
常
性
の
中
間
現
象
・
移
行
現
象
と
し
て
の
境
界
性
の
現
象

学
的
分
析
を
通
し
て
、
現
象
学
と
心
理
学
や
精
神
医
学
と
い
っ
た
経
験
科
学
と
の
交
錯
領
域
で
の
生
産
的
対
話
に
よ
る
共
同
作
業
の
可
能
性
と
展
開
を

標
榜
す
る
試
み
で
あ
る
。

ま
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
お
け
る
正
常
性
と
異
常
性
と
い
う
現
象
学
的
概
念
が
精
査
さ
れ
る
。
正
常
性
と
異
常
性
と
い
う
概
念
を
単
に
硬
直
し

た
対
極
的
な
概
念
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
正
常
な
経
験
と
異
常
な
経
験
の
も
つ
過
程
的
性
格
が
、
正
常
性
と
異
常
性
の
間
の
動
的
移
行
と
し

て
の
境
界
性
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
正
常
性
と
異
常
性
の
間
の
中
間
現
象
・
移
行
現
象
と
し
て
の
境
界
性

は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
正
気
で
な
く
な
る
こ
と
の
よ
う
な
境
界
的
状
況
の
現
象
学
的
分
析
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
主
題
的

に
分
析
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
正
気
で
な
く
な
る
こ
と
が
、
そ
こ
か
ら
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
ず
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
死
の
よ
う
な
限
界
と
し
て

で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
回
復
・
復
帰
が
可
能
な
正
常
性
と
異
常
性
の
往
来
・
入
出
の
閾
と
い
う
境
界
性
現
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
境
界
性

現
象
に
こ
そ
現
象
学
と
経
験
科
学
、
こ
の
場
合
に
は
精
神
病
理
学
と
の
交
錯
点
が
見
出
さ
れ
う
る
。
そ
の
た
め
に
境
界
性
現
象
に
対
す
る
分
析
と
し
て

精
神
病
理
学
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
精
神
病
理
学
が
語
る
よ
う
に
、
正
気
を
失
っ
た
者
は
異
常
状
態
の
閾
状
態
へ
と
辿
り
着
き
、
な
お
そ
の
状
態
に
つ

い
て
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
正
常
性
か
ら
異
常
性
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
現
象
学
に
対
し
て
、
精
神
病
理
学
か
ら
異
常
性
か
ら
正

常
性
を
研
究
す
る
豊
か
な
可
能
性
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
こ
う
し
た
脈
絡
で
、
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
に
よ
る
「
自
然
な
自
明
性
の
喪

失
」
と
し
て
の
統
合
失
調
症
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
統
合
失
調
症
の
病
理
学
的
状
態
と
現
象
学
者
に
よ
る
エ
ポ
ケ
ー
と
還
元
の
遂
行

と
が
比
較
対
照
さ
れ
、
そ
の
類
似
性
と
差
異
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
境
界
性
に
対
す
る
現
象
学
と
精
神
医
学
そ
れ
ぞ
れ
の
分
析
と
そ
れ
を

踏
ま
え
た
対
話
の
豊
か
な
可
能
性
が
相
互
に
ど
の
よ
う
な
寄
与
を
も
た
ら
す
の
か
が
見
事
な
手
際
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

ケ
ル
ン
大
学
フ
ッ
サ
ー
ル
文
庫
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
遺
稿
の
整
理
と
公
刊
を
主
要
な
責
務
の
一
つ
と
し
て
き
た
。
そ
の
主
要
業
務
を
ほ
ぼ
終
え
た
現

在
、
新
た
に
所
長
に
就
任
し
た
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
本
論
考
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
文
庫
の
今
後
の
展
開
で
あ
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
に
つ
い
て
の
文
献
実
証
的
な
読
解
に
よ
る
現
象
学
的
思
考
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
な
が
ら
、
隣
接
す
る
分
野
、
例
え
ば
、
精
神
医
学
と
の

積
極
的
な
対
話
を
図
ろ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
し
い
世
代
の
現
象
学
者
に
広
く
認
め
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
現
象
学
を
主

題
と
し
た
博
士
論
文
に
よ
っ
て
学
位
を
取
得
し
た
現
象
学
徒
が
、
現
代
の
現
象
学
的
精
神
病
理
学
を
代
表
す
る
フ
ッ
ク
ス
の
許
で
共
同
研
究
を
行
い
な

が
ら
教
授
資
格
を
準
備
す
る
と
い
う
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
教
授
自
身
が
た
ど
っ
た
経
歴
と
そ
の
研
究
成
果
は
、
狭
義
の
文
献
実
証
的
な
研
究
の
み
に
専
心
す
る
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の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
文
献
実
証
と
解
釈
に
基
づ
い
て
精
神
病
理
学
や
心
理
学
を
は
じ
め
と
す
る
隣
接
領
域
と
の
共
同
作
業
へ
と
積
極
的
に

乗
り
出
し
て
い
く
と
い
う
こ
れ
か
ら
の
フ
ッ
サ
ー
ル
文
庫
で
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
研
究
が
取
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
針
路
を

示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
正
常
性
と
異
常
性
に
つ
い
て
の
草
稿
か
ら
境
界
性
と
い
う
現
象
を
鮮
や
か
に
取
り
出
し
、
精
神
病
理

学
で
の
同
様
の
現
象
に
つ
い
て
の
研
究
と
照
合
す
る
本
論
考
に
は
、
論
文
そ
の
も
の
の
も
つ
学
術
的
価
値
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
う
し
た
異
分
野

と
の
交
流
に
積
極
的
に
取
り
組
む
現
象
学
に
つ
い
て
の
研
究
の
新
し
い
伝
統
の
確
立
と
展
開
の
萌
芽
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

＊
訳
出
に
際
し
て
、
原
著
者
の
了
解
の
も
と
冒
頭
に
お
か
れ
た
英
文
に
よ
る
要
約
は
割
愛
し
た
。
ま
た
、
引
用
出
典
と
引
用
箇
所
の
誤
り
に
つ
い
て
は

訳
者
の
責
任
で
修
正
し
て
い
る
。

見
え
ざ
る
限
界
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