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外
部
知
覚
、
と
く
に
、
視
覚
的
と
み
な
さ
れ
て
い
る
外
部
．
知
覚
、
す
な

わ
ち
、
我
々
が
外
界
、
外
物
を
見
る
、
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
の
真
相
を

考
究
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
真
相
と
い
う
の
も
、
こ
う
い
う
外
部
知

覚
が
、
外
界
、
外
物
そ
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
知
覚
す
る
、
す
な
わ
ち
、
い

わ
ば
外
界
、
外
物
そ
の
も
の
へ
直
接
及
ぶ
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い

う
点
を
中
心
と
し
て
検
討
し
た
い
。

　
こ
う
い
う
観
点
か
ら
考
察
を
進
め
る
た
め
に
、
我
々
は
ど
う
し
て
も
、

一
般
に
、
対
象
の
意
識
の
仕
方
に
つ
い
て
次
の
二
通
り
の
区
溺
を
仮
定
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
携
の
書
葉
で
表
わ
す
必
要
を
感
じ
る
。
そ
の
第
一
の
意
識

の
仕
方
は
、
意
識
が
対
象
の
実
在
そ
の
も
の
へ
そ
の
ま
ま
直
接
に
及
ぶ
仕

方
、
対
象
の
実
在
そ
の
も
の
を
い
わ
ば
意
識
の
内
に
包
み
こ
む
よ
う
な
仕

方
で
あ
り
、
他
の
意
識
の
仕
方
は
、
対
象
の
実
在
そ
の
も
の
を
内
に
包
み

こ
ま
な
い
が
、
対
象
を
何
ら
か
意
識
す
る
と
い
う
仕
方
で
あ
る
。
そ
し
て

前
者
を
直
観
と
い
う
包
葉
で
よ
び
、
後
者
を
志
向
と
い
う
言
葉
で
よ
び
た

外
部
知
覚
に
つ
い
て

い
。
こ
れ
ら
の
欝
葉
を
そ
の
種
々
の
使
い
方
か
ら
切
り
は
な
し
て
、
右
の

限
定
し
た
意
義
に
使
い
た
い
の
で
あ
る
。
宥
の
よ
う
な
直
観
以
外
の
意
識

を
す
べ
て
　
括
し
て
、
志
向
と
い
・
2
欝
葉
で
代
表
さ
せ
た
い
の
で
あ
る
。

記
憶
、
想
織
な
ど
の
表
象
的
な
も
の
は
志
向
に
属
す
る
け
れ
ど
も
、
し
か

し
、
そ
れ
ら
だ
け
に
限
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
要
は
、
対
象
の
契
在
そ

の
も
の
を
い
わ
ば
直
接
に
内
に
も
た
な
い
意
識
を
一
般
に
証
す
の
で
あ

る
。　

か
く
て
、
外
部
知
覚
に
つ
い
て
の
我
々
の
主
題
は
、
外
部
知
覚
は
外
界
、

外
物
の
直
観
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
ら
の
志
向
で
あ
る
か
、
と
い
う

よ
う
に
表
現
で
き
る
。

　
そ
こ
で
我
々
は
先
ず
、
次
の
よ
う
な
考
察
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
臼
常
生

活
に
お
い
て
、
外
物
そ
の
も
の
が
見
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
も
、

我
々
は
種
々
の
矛
越
す
る
現
象
に
出
会
う
。
例
え
ば
、
部
屡
の
中
に
鏡
台

が
見
え
る
。
そ
し
て
ま
た
、
鏡
台
の
前
に
坐
る
自
分
の
姿
も
見
え
る
。
こ

う
い
う
場
合
、
こ
の
ご
つ
の
外
物
の
知
覚
の
う
ち
少
な
く
も
一
方
は
、
我

我
の
い
う
と
こ
ろ
の
外
物
の
薩
観
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
㎎
ら
か
で
あ

七
一
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る
。
鏡
に
う
つ
る
自
分
に
は
、
蜜
分
の
存
在
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
。
そ

れ
は
自
分
の
知
覚
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
知
覚
署
長
に
は
霞
分
の
存
在
そ

の
も
の
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
。
自
分
の
志
向
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
例
に

入
る
も
の
に
は
、
池
に
う
つ
っ
た
木
立
ち
の
風
景
、
黒
板
に
え
が
か
れ
た

立
体
図
形
、
映
画
、
テ
レ
ビ
の
映
像
な
ど
、
ほ
か
の
様
々
の
意
識
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
意
識
は
、
そ
の
意
識
盧
体
と
し
て
は
、
外
物
の
存
在
の
見
せ
か

け
の
意
識
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
は
仮
象
の
意
識
で
あ

る
。　

さ
ら
に
我
々
は
次
の
よ
う
な
事
態
を
観
察
し
よ
う
。
我
々
が
日
常
外
界

を
見
る
場
合
、
我
々
に
は
外
界
、
外
物
の
一
部
し
か
見
え
な
い
。
例
え
ば
、

眼
の
前
に
街
路
を
見
る
と
す
る
と
、
家
並
み
、
街
路
樹
、
通
行
の
人
々
、

車
馬
な
ど
、
す
べ
て
毘
る
客
分
に
対
す
る
多
衆
し
か
害
え
ず
、
見
る
自
分

に
対
す
る
側
面
、
内
部
、
背
後
な
ど
ほ
見
え
な
い
。
前
薗
も
勿
論
外
界
の

一
部
．
し
か
見
え
な
い
。
こ
う
い
う
場
合
、
我
々
の
意
識
の
分
類
の
仕
方
を

厳
密
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
外
界
、
外
物
の
見
え
て
い
な
い
部
分
は
、
そ

れ
ら
の
直
観
と
し
て
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
見
え
て
い
な
い
部
分

の
意
識
は
、
も
し
あ
り
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
志
向
で
あ
る
と
書
わ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
主
張
は
、
も
し
外
界
、
外
物
の
見
え
て

い
る
部
分
の
知
覚
が
そ
れ
ら
の
直
観
で
あ
る
な
ら
ば
、
即
ち
、
外
界
、
外

物
の
見
え
て
い
る
部
分
そ
の
も
の
へ
直
擾
及
ぶ
意
識
で
あ
る
な
ら
ば
、
或

る
疑
惑
の
念
を
よ
び
お
こ
す
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
部
に
せ
よ
、

外
界
、
外
物
そ
の
も
の
が
直
観
さ
れ
て
い
る
以
上
、
側
面
、
内
部
、
背
後

な
ど
も
見
え
て
い
る
部
分
と
一
体
を
な
す
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
我
々
の

直
観
内
に
存
在
す
る
は
ず
で
は
な
い
か
、
と
。
し
か
し
ゃ
は
り
、
我
々
の

七
二

厳
密
な
立
場
は
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ

う
い
う
考
え
方
か
ら
ゆ
け
ば
、
意
識
す
る
、
し
な
い
、
の
区
別
が
成
立
し

な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
煮
え
て
い
る
部
分
と
客
観
的
に
関
連
し
て
い
る

か
ら
歌
え
て
い
な
い
部
分
も
直
観
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
客
観
的
に
関
連
す
る
も
の
は
す
べ
て
直
観
の
う
ち
に
な
く
て
は
な
ら

ぬ
道
理
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
、
こ
の
疑
惑
は
、
見
え
て
い
る

部
分
の
知
覚
を
そ
れ
ら
の
直
観
で
あ
る
と
前
提
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
疑

惑
で
あ
っ
て
、
は
た
し
て
そ
れ
ら
の
知
覚
が
そ
れ
ら
の
直
観
で
あ
る
か
否

か
は
検
討
を
必
要
と
す
る
事
柄
な
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
な
お
さ
ら
、
直

観
、
志
向
の
適
用
の
厳
密
さ
は
保
持
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
つ
い
で
さ
ら
に
我
々
は
、
外
界
あ
る
い
は
外
物
を
見
る
場
合
の
「
外
」

と
い
う
慧
味
を
考
察
し
よ
う
。
こ
の
外
と
い
う
の
は
、
単
に
、
諸
物
が
相

互
に
塞
間
延
長
腎
に
外
在
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、

ま
た
、
見
る
自
分
と
見
ら
れ
て
い
る
諸
物
と
が
単
に
空
間
延
質
的
に
離
れ

て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
も
な
い
。
こ
の
「
外
」
と
は
、
見
る
自
分
の
奥

行
的
外
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
見
る
、
と
い
う
こ
と
と
繕
び
付
い
て
成
立

す
る
と
こ
ろ
の
外
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
に
お
け
る
奥
行
的
外
の
意
識

が
、
外
界
を
見
る
場
合
の
支
柱
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
で
は
見
る
霞
分
に
対
す
る
奥
行
的
外
と
は
い
か
な
る
外
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ば
自
分
の
居
る
部
屋
の
窓
に
不
透
明
な
カ
ー
テ
ン
を
ひ
い
て
み
よ

う
。
す
る
と
、
今
ま
で
そ
の
窓
か
ら
見
え
て
い
た
外
部
の
も
の
は
見
え
な

く
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
窓
と
い
わ
ば
横
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
諸

物
は
以
前
と
同
じ
よ
う
に
見
え
る
。
さ
ら
に
端
的
に
、
我
々
自
身
の
眼
を

閉
じ
て
み
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
外
部
の
も
の
は
発
え
な
く
な
る
。
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我
々
の
眼
が
す
べ
て
の
外
界
、
外
物
を
そ
こ
か
ら
見
る
た
だ
一
つ
の
窓
で

あ
る
か
の
よ
う
に
。
こ
う
い
う
現
象
は
、
奥
行
的
外
と
は
、
見
る
儀
分
が

そ
こ
を
通
し
て
見
る
と
こ
ろ
の
距
離
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ

す
。
そ
し
て
、
通
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
見
透
す
そ
の
中
間

の
諸
部
分
相
互
に
、
ま
た
そ
の
向
こ
う
に
見
え
る
外
物
と
も
、
い
わ
ば
璽

な
っ
て
い
る
、
と
い
う
関
係
を
考
え
さ
す
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
こ
と
を

も
考
え
さ
す
。
重
な
り
の
関
係
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
中
閥
に
不
透
明
な
も

の
が
く
る
と
、
そ
の
向
こ
う
側
が
見
え
な
く
な
る
。
通
し
て
兇
ら
れ
る
中

間
は
か
く
て
誘
明
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て

は
、
見
透
さ
れ
る
中
尊
の
意
識
は
、
顯
．
常
、
い
わ
ゆ
る
感
覚
的
な
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
琶
彩
の
不
透
明
な
も
の
を
お
び
て
い
な
い
。
等
々
。

　
さ
て
、
見
る
自
分
か
ら
相
互
に
重
な
り
の
開
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
意

識
さ
れ
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
重
な
り
の
関
係
に
あ
る
諸

部
分
が
相
互
に
空
閤
的
に
外
在
芸
風
に
あ
る
も
の
と
し
て
見
え
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
も
は
や
霊
な
り
の
関
係
に
見
え
る
と
は
書
い
え
な
い
。
相
互

に
空
間
的
外
在
的
に
晃
え
る
諸
部
分
の
聞
に
は
、
一
方
を
通
し
て
他
を
見

る
、
と
い
う
関
係
が
成
立
し
な
い
。
そ
う
い
う
、
見
る
膚
分
か
ら
の
、
い

わ
ば
縦
の
関
係
は
成
立
し
な
い
。
例
え
ば
、
窓
と
窓
を
試
し
て
見
ら
れ
る

外
と
が
、
窓
と
窓
の
横
に
あ
る
も
の
と
の
間
に
あ
る
よ
う
な
空
間
的
外
在

関
係
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
も
し
我
々
か
ら
晃
ら
れ
る
す

べ
て
の
も
の
が
、
相
互
に
空
閲
的
外
在
的
に
見
え
る
な
ら
ば
、
見
る
自
分

か
ら
の
以
上
横
と
の
区
別
は
つ
か
な
く
な
る
。
通
し
て
見
る
、
と
い
う
意

識
は
成
立
し
が
た
い
。
す
な
わ
ち
、
璽
な
り
を
通
し
て
毘
る
、
と
い
う
意

識
は
、
重
な
り
の
関
係
に
あ
る
諸
部
分
相
互
が
、
空
間
的
外
在
的
に
は
見

外
部
知
覚
に
つ
い
て

え
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
上
に
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
事
実
、
我
々

の
奥
行
的
外
の
意
識
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
部
分
相
互
の
空
閥
的
外
在
関

係
は
見
え
て
い
な
い
。
極
端
な
例
で
い
え
ば
、
月
や
星
な
ど
へ
の
奥
行
的

賦
活
は
空
薫
的
外
在
的
に
は
見
え
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
近

距
離
の
事
物
の
場
合
と
い
え
ど
も
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
異
な
る
と
こ
ろ

は
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
い
う
考
察
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ

る
可
能
性
が
あ
る
。
月
や
星
の
場
合
は
別
と
し
て
、
通
常
の
外
部
知
覚
に

お
い
て
は
、
奥
行
的
距
離
そ
の
も
の
も
見
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
例

え
ば
街
路
に
し
て
も
、
家
並
み
に
し
て
も
、
た
だ
横
に
つ
ら
な
る
部
分
の

み
が
見
え
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
自
身
が
相
互
に
奥
行
的
関
係

に
憶
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
の
疑
問
が
生
じ
る
の
は
、
結
局
、

奥
行
的
斜
面
が
知
覚
的
に
も
見
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
単
に
横
に
つ
ら
な
る
外
物
の
部
分
相
互
が
誓
え
る

の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
の
奥
行
的
斜
面
の
関
係
が
濯
え
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
に
。
た
し
か
に
、
そ
う
い
う
よ
う
に
見
え
る
か
ら
、
我
々
は
そ
う

い
う
意
識
を
外
部
知
覚
と
よ
ぶ
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
精

確
に
点
検
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
外
物
縮
図
の
奥
行
的
斜
面
の
関
係

は
、
そ
れ
ら
だ
け
で
成
立
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
見
る
自
分

か
ら
の
、
奥
行
的
斜
面
の
関
係
に
あ
る
と
見
え
る
外
物
根
互
へ
の
、
奥
行

的
外
を
通
す
と
い
う
見
方
が
加
わ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
こ
に
、
奥
行
的
斜

面
の
知
覚
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
外
物
相
互
の
奥
行
的
斜
面
の
関
係
と

見
え
る
も
の
も
、
実
は
、
見
る
自
分
か
ら
の
奥
行
的
外
の
意
識
と
結
び
付

い
て
の
み
成
立
す
る
。
見
る
自
分
が
そ
こ
を
通
し
て
見
る
と
こ
ろ
の
奥
行

七
三
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的
外
の
意
識
を
切
り
は
な
せ
ば
、
外
物
相
互
の
奥
行
的
斜
面
の
関
係
の
知

覚
は
、
単
な
る
横
の
関
係
の
知
覚
に
帰
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
事
情
が
そ

こ
に
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
観
察
す
る
な
ら
ば
、
奥
行
的
斜
面
の
知
覚

は
、
外
物
の
感
覚
的
な
面
の
知
覚
と
箆
る
自
分
か
ら
の
奥
行
的
外
の
意
識

と
い
わ
ば
融
合
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
雷
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
し
て
、
我
々
の
主
題
で
あ
る
外
部
知
覚
の
真
縮
は
明

ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
外
部
知
覚
と
は
外
界
の
直
観

で
は
な
く
て
、
外
界
の
志
向
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
外
部
知
覚
が

外
界
の
知
覚
で
あ
り
う
る
の
は
、
見
る
自
分
か
ら
の
奥
行
的
距
離
の
意
識

に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
奥
行
逆
距
離
の
意
識
は
、
上
述
の

よ
う
に
、
空
間
的
外
在
的
距
離
の
直
観
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
何

と
な
れ
ば
、
我
々
の
い
う
直
観
と
は
、
対
象
そ
の
も
の
に
直
接
及
ぶ
意
識
、

対
象
そ
の
も
の
の
実
在
を
い
わ
ば
そ
の
内
に
包
み
こ
む
よ
う
な
意
識
を
意

味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
奥
行
的
距
離
の
意
識
が
そ
れ
の
直
観
で
あ

る
な
ら
ば
、
奥
行
的
踵
離
は
空
間
的
外
在
的
に
兇
え
て
い
な
く
て
は
な
ら

な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
奥
行
類
題
離
と
い
え
ど
も
、
客

観
的
な
空
閲
短
距
離
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
部
分
相
互
は
窪
問
的
外
面
関

係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
。
塞
問
的
外
在
衆
心
に
あ
る
諮
部
分
か
ら

成
立
す
る
客
観
的
距
離
の
実
在
そ
の
も
の
に
直
接
及
ぶ
意
識
な
ら
ば
、
そ

れ
ら
の
外
在
関
係
が
そ
の
ま
ま
意
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
し

か
る
に
、
奥
行
的
外
の
意
識
に
は
上
述
の
よ
う
に
そ
れ
が
欠
如
し
て
い

る
。
先
の
例
で
い
え
ば
、
月
や
星
を
見
る
場
合
、
そ
れ
が
も
し
直
観
で
あ

る
な
ら
ば
、
月
や
星
へ
の
莫
大
な
距
離
も
そ
の
ま
ま
冤
え
て
い
な
く
て
は

な
ら
な
く
な
る
。
そ
し
て
見
る
人
と
月
と
星
と
の
駆
離
の
差
異
も
、
そ
の

七
四

ま
ま
部
分
栢
互
の
外
在
的
関
係
と
し
て
直
観
的
に
成
立
す
る
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
そ
う
い
う
事
実
は
な
い
。
か
く
み
る
な
ら
ば
、
外
部
知
覚
は

そ
の
「
外
都
」
と
い
う
性
格
に
お
い
て
、
非
直
観
的
、
志
向
的
意
識
で
あ

る
と
君
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
こ
の
主
張
に
対
し
て
次
の
類
の
よ
う
な
抗
議
が
擬
出
さ
れ
る
と
し
た
ら

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
例
に
お
い
て
、
鏡
に
う
つ
る
自
分
の
姿
は
仮
象

で
あ
る
と
し
て
も
、
鏡
台
の
知
覚
は
仮
象
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
は
単
に
見
ら
れ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
手
で
さ
わ
る
こ
と
も
で
き
る
か

ら
。
す
な
わ
ち
、
鏡
台
は
単
に
見
ら
れ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
触
覚
に
よ
っ

て
も
知
覚
さ
れ
う
る
か
ら
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
冷
静
に
考
察

す
る
な
ら
ば
、
鏡
台
が
触
覚
的
に
も
知
覚
で
き
る
か
ら
、
鏡
台
の
視
覚
的

な
知
覚
が
そ
れ
の
薩
観
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
結
論
は
出
な

い
。
鏡
台
の
祝
覚
的
な
知
覚
が
そ
の
「
外
」
と
い
う
性
格
に
お
い
て
志
向

で
あ
っ
て
も
、
鏡
台
の
触
覚
的
知
覚
と
調
和
的
に
意
識
的
に
統
一
さ
れ
う

る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
志
向
で
あ
る
か
ら
鏡
台
が
見
え
な
く
な
る
、

と
い
う
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
食
掛
的
な
外
部
知

覚
の
真
相
、
そ
の
直
観
性
、
志
向
性
の
問
題
の
解
決
に
お
い
て
は
、
視
覚

的
な
外
部
知
覚
そ
の
も
の
に
即
し
た
考
察
が
、
第
一
に
優
先
す
べ
き
こ
と

は
論
を
ま
た
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
で
は
、
我
々
に
兇
ら
れ
る
外
界
、
外
物
が
客
観
的
に
実
在

す
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
上

述
の
よ
う
に
、
外
部
知
覚
が
そ
れ
ら
の
直
観
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
外
部
知
覚
は
外
界
、
外
物
の
客
観
的
実
在
そ
の
も
の
を
い
わ
ば
内
に

包
み
こ
ん
で
い
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
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外
部
知
覚
の
い
わ
ば
実
在
的
な
中
身
か
ら
は
、
む
し
ろ
外
界
、
外
物
の
実

在
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
外
界
の
志
向
も
、
外
界
の
何
ら
か
の
意
識

で
あ
り
理
解
で
あ
る
と
い
う
露
要
な
｝
緬
を
も
つ
け
れ
ど
も
、
外
界
、
外

物
の
実
在
そ
の
も
の
を
そ
の
内
に
ふ
く
む
の
で
は
な
い
。
で
は
、
外
界
、

外
物
の
客
観
的
実
在
は
た
だ
否
定
さ
れ
る
だ
け
に
終
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
別
の
角
度
か
ら
改
め
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
道
が

成
立
す
る
。
そ
れ
は
、
外
部
知
覚
に
何
ら
か
対
応
す
る
外
界
、
外
物
の
実

在
如
何
の
問
題
で
あ
る
。
外
部
知
覚
の
直
接
の
対
象
と
し
て
の
外
界
、
外

物
の
実
在
は
否
定
さ
れ
て
も
、
そ
の
こ
と
が
と
り
も
な
お
さ
ず
外
部
知
覚

に
何
ら
か
対
応
す
る
外
界
、
外
物
の
実
在
の
否
定
で
あ
る
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
対
応
的
な
外
界
、
外
物
の
実
在
の
問
題
は
、
働
き
と
し
て
の
外
部

知
覚
の
真
相
の
問
題
と
関
連
す
る
。
外
部
知
覚
は
外
界
、
外
物
の
実
在
そ

の
も
の
へ
直
接
及
ば
な
い
、
従
っ
て
志
向
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
外

部
知
覚
を
そ
の
対
象
の
倒
か
ら
考
察
し
た
真
相
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
圃
時

に
外
部
知
覚
の
働
き
を
も
、
我
々
の
い
う
意
味
で
の
非
直
観
的
な
志
向
の

働
き
と
し
て
限
定
す
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
働
き
と
し
て

の
外
部
知
覚
の
全
真
相
が
開
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
い
っ
そ

う
具
体
的
に
、
志
向
的
意
識
と
し
て
の
外
部
知
覚
の
働
き
の
真
相
が
問
題

と
さ
れ
、
そ
の
働
き
と
い
わ
ゆ
る
外
界
、
外
物
と
の
關
連
も
究
明
さ
れ

る
、
と
い
う
重
要
な
道
が
成
立
す
る
。
こ
う
い
う
研
究
方
法
を
外
部
知
覚

の
発
生
的
立
場
か
ら
の
研
究
と
い
う
言
葉
で
よ
ぶ
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々

の
外
部
知
覚
に
何
ら
か
対
応
す
る
外
界
、
外
物
の
実
在
如
何
の
問
題
は
、

外
部
知
覚
の
発
生
的
立
場
か
ら
の
究
曙
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
他
面
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
発
生
的
見
地
か
ら
、
外

外
部
知
蛍
に
つ
い
て

界
、
外
物
の
実
在
が
証
明
せ
ら
れ
て
も
、
外
部
知
覚
が
外
界
の
志
向
で
あ

る
、
と
い
う
我
々
の
考
察
に
は
僻
ら
の
変
更
も
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
な

い
。
外
界
、
外
物
の
客
観
的
実
在
は
外
部
知
覚
に
何
ら
か
対
応
、
照
応
す

る
だ
け
で
あ
っ
て
、
外
部
知
覚
の
い
わ
ば
内
に
包
み
こ
ま
れ
る
に
い
た
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
視
覚
的
な
外
部
知
覚
は
、

外
界
、
外
物
の
客
観
的
実
在
の
如
何
を
類
わ
ず
、
外
界
、
外
物
の
志
向
に

と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
我
々
は
な
お
、
以
上
の
考
察
に
次
の
よ
う
な
考
察

を
も
つ
け
加
え
る
必
要
を
認
め
る
。
そ
れ
は
我
々
の
知
覚
的
な
意
識
は
、

こ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た
よ
う
な
外
部
知
覚
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
我
々
は
象
眼
時
に
お
い
て
は
普
通
外
界
を
知
覚
し
て
い
る
け
れ
ど

も
、
例
え
ば
眼
を
期
じ
る
な
ら
ば
、
外
界
、
外
物
は
見
え
な
く
な
る
。
し

か
し
そ
の
場
合
に
も
視
覚
的
な
漠
然
た
る
印
象
は
成
立
す
る
。
そ
し
て
こ

の
視
覚
的
な
印
象
、
感
じ
に
は
も
は
や
見
る
自
分
か
ら
の
奥
行
的
外
と
い

う
意
識
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
。
見
る
自
分
か
ら
通
し
て
見
ら
れ
る
と
い

う
性
絡
が
欠
如
し
て
い
る
。
こ
こ
で
霞
分
と
い
う
こ
と
に
も
少
し
触
れ
ざ

る
を
え
な
い
。
霞
石
と
い
う
こ
と
は
自
意
識
な
く
し
て
は
現
実
的
に
成
立

し
え
な
い
。
窪
意
識
の
全
然
な
い
と
こ
ろ
に
現
実
的
な
潔
分
は
考
え
ら
れ

な
い
。
そ
し
て
こ
の
惣
意
識
と
対
象
の
知
覚
と
の
関
連
の
在
り
方
に
閣
題

が
あ
る
。
閉
眼
時
の
漠
然
た
る
い
ま
だ
外
物
的
統
一
に
い
た
ら
な
い
視
印

象
と
結
び
付
く
自
意
識
は
、
い
わ
ば
視
印
象
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
感
じ

を
伴
な
う
。
そ
れ
は
感
じ
る
自
分
の
意
識
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
見
る
自
分

で
は
な
く
て
、
感
じ
る
自
分
の
特
色
が
あ
る
、
と
雷
う
こ
と
が
で
き
る
。

ほ
か
の
例
で
い
う
な
ら
ば
、
触
覚
的
な
知
覚
に
も
こ
う
い
う
性
格
が
強

七
五
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い
。
我
々
は
例
え
ば
手
足
の
部
分
に
灘
冷
、
硬
軟
な
ど
の
触
覚
を
感
じ
る
。

そ
の
場
合
、
そ
う
い
う
感
じ
に
伴
な
う
趨
意
識
は
や
は
り
そ
う
い
う
感
じ

と
と
も
に
あ
る
、
と
い
う
感
じ
方
が
強
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
見
る
葭
分

と
い
う
の
は
、
単
に
感
覚
的
な
視
印
象
と
と
も
に
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て

い
な
い
。
見
る
自
分
は
奥
行
的
外
を
通
し
て
外
界
、
外
物
を
見
る
と
意
識

さ
れ
る
。
し
か
し
、
見
る
自
分
と
い
え
ど
も
白
［
意
識
な
く
し
て
は
現
実
に

成
立
し
え
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
見
る
窟
分
の
自
意
識
は
外
物
の
色
彩
的

感
覚
と
結
び
付
く
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
見
る
自
分
は
外
物
の
色
彩
を

も
見
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
焦
る
農
博
は
、
浅
葱
の
奥
行
的
外
の
意
識
が

欠
け
れ
ば
、
感
じ
る
自
分
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
色
彩
の
視
印
象
と
と

も
に
の
み
感
じ
ら
れ
る
自
意
識
に
な
る
バ
、
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
ま

た
、
そ
う
い
う
感
じ
方
も
全
然
否
定
さ
れ
て
い
る
と
も
雷
い
が
た
い
。
見

る
自
記
が
外
物
の
色
彩
へ
及
ぶ
と
い
う
感
じ
は
、
色
彩
の
視
印
象
と
と
も

に
あ
る
自
意
識
の
感
じ
方
と
全
く
無
縁
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
溝
時

に
、
見
る
自
分
が
、
或
は
九
中
心
的
と
も
い
う
べ
き
自
分
が
、
離
れ
て
い

る
外
物
の
色
彩
を
見
る
、
と
い
う
意
識
の
方
が
強
い
。
こ
こ
に
微
妙
な
事

態
が
潜
在
す
る
。
自
意
識
が
視
認
象
と
と
も
に
あ
る
よ
う
な
感
じ
が
は
っ

き
り
成
立
す
る
の
は
、
ま
だ
そ
の
視
印
象
が
外
の
志
向
と
融
合
し
な
い
場

合
で
あ
っ
て
、
外
物
の
色
彩
を
見
る
と
い
う
場
合
は
、
す
で
に
視
印
象
が

外
の
志
向
と
融
合
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
槻
印
象
が
外
物
の
色
で
あ
る
か

の
如
く
、
そ
し
て
惣
意
識
は
見
る
自
分
、
或
は
、
中
心
的
な
自
分
の
方
に

そ
の
座
が
あ
る
か
の
如
き
関
係
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点

が
触
覚
の
場
合
と
異
な
る
の
で
あ
る
。
触
覚
の
場
合
に
も
、
我
々
の
欝
常

生
活
に
お
い
て
は
、
触
覚
と
と
も
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
窃
意
識
だ

七
六

け
で
は
な
く
、
他
の
意
識
と
と
も
に
意
識
的
統
一
を
う
け
る
の
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
そ
の
際
に
も
、
触
覚
と
と
も
に
感
じ
ら
れ
る
自
意
識
が
、
中
心

的
な
自
分
の
方
に
そ
の
座
を
移
さ
ず
、
天
然
と
し
て
触
覚
と
と
も
に
あ
る

か
の
如
き
感
じ
を
強
く
残
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
触
覚
お
よ
び
そ
の

自
意
識
の
場
と
し
て
意
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
自
分
の
身
体
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
と
よ
く
調
和
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
外
物
の
亀
彩
と

と
も
に
自
意
識
が
あ
る
か
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
、
外
物
が
自
分

の
身
体
で
な
い
と
い
う
こ
と
と
大
き
く
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の

考
察
に
よ
っ
て
、
見
る
自
分
と
は
色
彩
の
視
印
象
と
結
び
付
く
自
意
識
と

外
の
志
向
と
の
融
合
に
お
い
て
成
立
す
る
窃
盗
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
我
々
に
は
奥
行
的
で
な
い
知
覚
も
成
立
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
非
奥
行
的
な
知
覚
の
仕
方
と
、
外
界
、
外
物

の
実
在
の
問
題
と
の
関
連
が
ま
た
考
察
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
我
々

は
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
外
部
知
覚
の
直
接
の
対
象
と
し
て
は
、

外
界
、
外
物
の
客
観
的
実
在
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
非
奥
行

的
な
知
覚
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
直
観
で
あ
る
か
、
志
向
で
あ
る
か
に
つ

い
て
は
ま
だ
少
し
も
触
れ
て
い
な
い
。
我
々
の
い
う
と
こ
ろ
の
感
じ
ら
れ

る
意
識
、
非
奥
行
的
な
知
覚
も
感
覚
の
知
覚
で
あ
る
。
し
か
も
感
覚
の
多

く
は
窒
霊
的
延
長
性
の
意
識
を
伴
な
っ
て
い
る
。
醗
眼
時
の
視
印
象
に

も
、
手
足
に
感
じ
ら
れ
る
触
覚
に
も
窪
問
的
延
長
性
の
意
識
が
ふ
く
ま
れ

て
い
る
。
従
っ
て
、
非
奥
行
的
知
覚
が
も
し
我
々
の
い
う
と
こ
ろ
の
薩
観

で
あ
る
な
ら
ば
、
現
実
に
存
在
す
る
感
覚
的
空
間
的
延
長
そ
の
も
の
を
そ

の
内
に
ふ
く
む
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
知
覚
が
も
し
我
々
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の
い
う
と
こ
ろ
の
志
向
で
あ
る
な
ら
ば
、
感
覚
的
空
間
的
延
長
の
実
在
を

そ
の
内
に
ふ
く
ま
ぬ
こ
と
に
な
り
、
知
覚
の
い
わ
ば
中
身
か
ら
は
感
覚
的

空
聞
的
延
長
の
実
在
は
否
定
さ
れ
る
に
い
た
る
。
そ
し
て
も
し
非
奥
行
的

知
覚
が
蔭
観
で
あ
る
場
合
に
、
二
つ
の
見
方
が
想
定
さ
れ
る
。
　
一
つ
は
、

感
覚
的
空
間
的
延
長
は
実
在
す
る
け
れ
ど
も
知
覚
と
と
も
に
の
み
成
立
す

る
の
で
あ
っ
て
、
知
覚
を
は
な
れ
て
は
成
立
し
な
い
と
い
う
蛇
身
と
、
も

う
　
つ
は
、
感
覚
的
空
聞
的
延
長
が
実
在
す
る
以
上
は
、
当
然
客
観
的
笑

在
で
あ
っ
て
、
知
覚
と
と
も
に
の
み
成
立
す
る
実
在
と
い
う
如
き
は
不
合

理
で
あ
る
と
い
う
兇
方
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
第
二
の
晃
方
が
正
当
で
あ

る
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
非
奥
行
的
知
覚
か
ら
も
客
観
的
な
空
閥
的
延
長

の
実
在
は
明
ら
か
と
な
り
、
そ
し
て
ま
た
、
客
観
的
塞
簡
的
延
長
の
実
在

は
す
べ
て
空
間
的
世
界
の
客
観
的
統
一
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
以

上
、
非
奥
行
的
知
覚
に
よ
る
空
聞
的
延
長
の
実
在
に
よ
っ
て
、
外
界
、
外

物
を
ふ
く
む
空
聞
的
世
界
の
客
観
的
実
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
非
奥
行
的
知
覚
も
外
界
、
外
物
の
実
在

の
問
題
と
結
び
付
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
我
々
の
触
覚

に
、
外
界
、
外
物
の
実
在
の
問
題
に
お
い
て
、
何
か
駆
る
優
位
め
い
た
も

の
が
与
え
ら
れ
る
理
由
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
晃
る
自

分
か
ら
は
自
分
の
身
体
も
奥
行
的
外
に
見
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
。
し
か

し
、
身
体
は
た
だ
単
に
外
に
晃
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
各
部
に
既
述

の
よ
う
な
触
覚
的
知
覚
が
成
立
す
る
。
晃
る
自
分
の
外
に
見
ら
れ
る
身
体

が
実
在
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
外
に
見
ら
れ
る
身
体
の
触
覚
に
負
う
と

こ
ろ
が
大
き
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
、
触
覚
は
客
観
的
空

間
的
延
長
そ
の
も
の
の
直
観
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
に
支
え
ら
れ
て
い

外
部
知
覚
に
つ
い
て

る
と
雷
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
も
し
触
覚
も
我
々
の
い
う
志

向
で
あ
る
な
ら
ば
、
触
覚
に
よ
る
笙
間
的
延
長
感
も
仮
象
的
な
も
の
に
ほ

か
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
ら
客
観
的
空
間
的
延
長
の
実
在
は
明
ら
か

に
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
、
触
覚
が
仮
り
に
志
向
で
あ
っ
て
も
、

触
覚
に
よ
る
室
間
的
延
長
感
に
客
観
的
塁
間
的
延
長
が
何
ら
か
対
応
す

る
、
と
い
う
発
生
的
見
地
か
ら
の
究
明
が
達
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
客
観
的

空
聞
的
延
長
の
実
在
の
魏
明
さ
れ
る
こ
と
は
、
外
部
知
覚
の
場
合
と
異
な

る
と
こ
ろ
は
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
考
察
に
よ
っ
て
、
外
界
、
外
物
の
実
在
如
何
の
繋
属
に
つ
い

て
は
次
の
よ
う
な
考
究
の
必
要
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
誉
え
る
。
す
な

わ
ち
、
外
部
知
覚
が
直
観
で
あ
る
か
志
向
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
は
、
非
奥

行
的
知
覚
と
い
う
意
味
で
の
内
部
知
覚
が
薩
観
で
あ
る
か
志
向
で
あ
る

か
、
の
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
も
し
そ
の
い
ず
れ
に
せ
よ
譲
葉
で
あ
り
、

し
か
も
客
観
的
空
闇
的
延
長
の
薩
観
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

そ
れ
で
外
界
、
外
物
の
実
在
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、
も
し
い
ず
れ
か
が
、

或
は
両
者
と
も
に
、
志
向
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
志
向
的
意
識
の

発
生
原
困
の
方
か
ら
、
外
界
、
外
物
実
在
の
問
題
を
考
究
し
実
験
す
る
道

が
残
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
我
々
は
こ
れ
ま
で
、
こ
の
論
述
の
主
題
と
し
て
、
外
部
知
覚
の

志
向
的
性
格
を
考
究
し
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

二

　
こ
こ
で
我
々
は
我
々
の
主
題
と
か
か
わ
り
を
も
つ
範
囲
内
に
お
い
て
、

バ
ー
ク
レ
ー
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
を
考
察
し
た
い
。
主
と
し
て
、
パ
ー

七
七
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ク
レ
ー
の
視
覚
論
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
論
に
即
し
な
が
ら
。

　
バ
…
ク
レ
…
は
視
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
可
視
的
延
長
と
触
覚
に
よ

っ
て
知
覚
さ
れ
る
可
触
的
延
長
と
を
区
別
し
、
　
「
視
覚
新
説
」
に
お
い
て

は
、
可
視
的
延
長
の
み
を
心
の
中
に
知
覚
さ
れ
て
の
み
存
在
す
る
延
長
と

し
、
可
触
的
延
長
は
心
の
外
に
も
存
在
す
る
延
長
と
し
て
扱
っ
て
い
る

が
、
　
「
視
覚
薪
説
」
に
続
く
「
人
知
原
理
論
」
に
お
い
て
は
、
可
触
的
延

長
も
同
じ
く
心
の
中
に
知
覚
的
に
の
み
成
立
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
可
視
的
延
長
は
虜
限
の
．
司
視
的
極
小
か
ら
成
立
し
、
可
触
的
延
長
は

有
限
の
．
懲
触
的
極
小
か
ら
成
立
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
延
長
の
大
小

は
、
そ
の
中
に
ふ
く
ま
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
可
感
的
極
小
の
数
の
多
少
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
、
と
す
る
。
　
「
視
覚
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
二
種
の

対
象
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
各
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た

大
き
さ
或
は
広
が
り
を
も
つ
。
　
一
方
の
も
の
は
本
来
．
可
触
的
な
る
も
の
、

即
ち
、
触
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
は
か
ら
れ
る
も
の
、
そ
し
て
視
覚
に
は

直
接
に
属
し
な
い
も
の
。
他
方
の
も
の
は
本
来
的
、
直
接
的
に
視
覚
的
な

る
も
の
、
そ
れ
の
媒
介
に
よ
っ
て
前
者
が
視
野
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
。

こ
れ
ら
の
大
き
さ
の
各
々
は
点
或
は
極
小
か
ら
で
き
て
い
て
、
そ
の
中
に

ふ
く
ま
れ
る
点
の
多
少
に
応
じ
て
、
よ
り
大
き
く
、
或
は
、
よ
り
小
さ
く

あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
御
忍
的
な
広
が
り
に
つ
い
て
ど
う
書
わ
れ
よ
う
と

も
、
感
性
的
広
が
り
は
無
限
に
可
分
心
的
で
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
か

（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ら
」
。
可
視
的
事
物
と
可
触
的
事
物
と
は
甥
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

相
互
の
遠
近
な
ど
を
云
々
す
る
こ
と
は
無
意
義
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
距

離
（
こ
こ
で
は
我
々
の
い
う
奥
行
的
距
離
の
こ
と
）
は
視
覚
に
よ
っ
て
は

知
覚
さ
れ
え
な
い
。
　
「
距
離
は
そ
れ
自
身
が
直
接
に
見
ら
れ
え
な
い
と
い

七
八

う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
人
々
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
と
私
は
思
う
。
何
と

な
れ
ば
、
眼
へ
真
直
ぐ
に
む
け
ら
れ
た
線
と
し
て
は
、
乱
離
は
眼
底
に
た

だ
一
点
の
み
を
投
影
す
る
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
鋭
離
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

よ
り
長
か
ろ
う
と
よ
り
短
か
ろ
う
と
、
不
変
に
同
一
に
と
ど
ま
る
か
ら
」
。

距
離
は
触
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
距
離
や
触
覚
形
態
、

闘
体
性
の
よ
う
な
、
触
覚
に
よ
っ
て
知
覚
で
き
る
と
こ
ろ
の
或
る
諸
観
念

が
視
覚
の
或
る
諸
観
念
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
永
ら
く
経
験
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
私
は
、
視
覚
の
こ
れ
ら
の
観
念
を
知
覚
す
る
場
合
、
習
慣

的
な
通
常
の
霞
然
の
経
過
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
触
覚
的
観
念
が
伴
な
い
そ

う
か
を
推
定
す
る
の
で
あ
る
。
飾
る
対
象
を
な
が
め
な
が
ら
、
私
は
、
あ

る
程
度
の
弱
さ
と
他
の
情
況
と
を
も
っ
と
こ
ろ
の
或
る
視
覚
的
な
形
と
色

彩
と
を
知
覚
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
私
が
以
前
に
認
め
た
こ
と
か
ら
し

て
、
私
を
次
の
よ
う
に
考
え
さ
す
。
す
な
わ
ち
、
も
し
私
が
こ
れ
こ
れ
の

歩
度
或
は
マ
イ
ル
を
前
進
す
る
な
ら
ば
、
私
は
触
覚
の
か
く
か
く
の
観
念

を
生
じ
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
し
て
、
真
実
に
は
、
そ
し

て
厳
密
に
は
、
私
は
距
離
退
身
を
も
、
ま
た
は
繋
る
距
離
に
在
る
事
物
を

も
、
晃
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
調
う
が
、
踵
離
も
、
距
離
に
お

か
れ
た
事
物
も
、
そ
れ
ら
自
身
が
、
或
は
そ
れ
ら
の
観
念
が
、
真
実
に
視

覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
私
は
私
自
身
に
関

し
て
は
信
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
ま
た
飼
人
で
あ
れ
、
彼
自
身
の
考
え
を

入
念
に
調
べ
、
頗
る
距
離
に
あ
れ
こ
れ
の
事
物
を
見
る
と
彼
が
雷
う
場

念
、
彼
が
何
を
意
味
す
る
か
を
吟
味
す
る
者
は
、
次
の
こ
と
に
お
い
て
私

と
意
見
を
岡
じ
く
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
確
信
す
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
彼
が
見
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
或
る
踵
離
を
通
過
し
た
の
ち

亀
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（
そ
の
こ
と
は
、
触
覚
に
よ
っ
て
知
覚
で
き
る
と
こ
ろ
の
、
彼
の
身
体
の

動
き
に
よ
っ
て
は
か
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
）
、
彼
は
通
常
か
く
か
く
の
触

覚
的
観
念
を
知
覚
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
彼
の
理
解
力
に
示
唆
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
」
。
さ
ら
に
、
距
離
が
視
覚
に
よ
っ
て

知
覚
さ
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
視
覚
に
よ
っ
て
直
接
知
覚
さ
れ
る
視
覚
的

延
長
と
い
え
ど
も
、
日
常
生
活
に
お
い
て
は
殆
ど
注
意
さ
れ
ず
、
触
覚
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
延
長
、
大
き
さ
な
ど
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
可
視
的
事
物
と
可
融
的
事
物
と
は
相
違
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
同
一
物
の
観
念
で
あ
る
か
の
よ
う
に
混
圃
さ
れ
結
び
つ
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
に
い
た
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
さ
ら
に
「
人
知
原
理
論
し
に
お
い
て

は
、
「
視
覚
新
説
し
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
た
外
物
の
存
在
も
否
定
さ

れ
て
、
思
考
し
な
い
事
物
は
、
す
べ
て
知
覚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
心
の
中

に
の
み
存
在
で
き
る
と
主
張
し
、
心
の
外
の
実
在
と
し
て
の
物
質
界
は
否

定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
事
物
は
自
験
、
或
は
ま
た
他
の
な
ん
ら
か
の

被
造
的
な
精
神
の
心
に
存
在
し
な
い
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
事
物
は
全
く
存

在
し
な
い
か
、
も
し
く
は
躍
る
永
遠
な
糖
神
、
す
な
わ
ち
神
の
心
の
う
ち

に
存
立
し
う
る
、
と
主
張
さ
れ
る
。
な
お
観
念
は
受
動
、
無
力
の
も
の
で

あ
っ
て
、
或
る
観
念
が
他
の
観
念
の
原
露
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
能

動
者
と
し
て
の
精
神
は
そ
れ
自
身
知
覚
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
我
々
の
精
神
は
有
限
で
あ
っ
て
、
感
謝
に
よ
っ
て
環
実
に
知
覚
さ
れ

る
観
念
は
自
分
の
意
志
に
よ
っ
て
は
翻
遊
さ
れ
え
な
い
、
そ
う
し
た
観
念

は
他
の
精
神
、
す
な
わ
ち
神
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
バ
ー
ク
レ
ー
の
考
え
方
の
中
で
、
距
離
は
視
覚
に
よ
っ
て
知
覚

さ
れ
え
な
い
と
い
う
主
張
は
、
こ
の
鍾
離
の
奥
肴
的
性
格
を
十
分
に
つ
か

外
部
知
賞
に
つ
い
て

み
出
し
て
い
な
い
と
は
い
え
、
き
わ
め
て
注
囲
に
値
す
る
。
そ
し
て
我
々

の
論
述
に
お
け
る
外
部
知
覚
の
志
向
的
性
格
の
考
察
は
、
バ
ー
ク
レ
ー
の

こ
の
主
張
に
示
唆
さ
れ
て
遂
行
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
結
果

的
に
み
て
、
彼
の
此
の
言
伸
渠
を
内
容
的
に
、
具
体
的
に
展
㎜
開
し
、
根
拠
づ

け
た
と
い
う
関
係
に
立
つ
も
の
と
み
な
し
う
る
。
し
か
し
問
題
と
思
わ
れ

る
の
は
、
バ
ー
ク
レ
…
が
距
離
は
触
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
と
い
う
と

こ
ろ
で
あ
る
。
触
覚
に
よ
る
知
覚
霞
身
は
、
我
々
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
む

し
ろ
雰
奥
行
的
知
覚
に
属
す
る
と
酬
え
る
。
こ
の
距
離
と
い
う
の
は
も
ち

ろ
ん
単
に
延
長
の
意
味
で
は
な
い
。
単
な
る
延
長
な
ら
ば
、
視
覚
に
よ
っ

て
も
薩
接
に
知
覚
で
き
る
と
い
う
の
が
バ
ー
ク
レ
ー
の
考
え
方
で
あ
る
。

距
離
と
は
見
る
中
分
か
ら
の
奥
行
的
題
画
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

触
覚
的
知
覚
に
お
い
て
は
、
そ
の
自
意
識
は
触
覚
と
と
も
に
あ
る
と
感
じ

ら
れ
る
の
で
あ
っ
、
て
、
そ
の
自
炊
識
と
触
覚
と
の
湖
に
奥
行
的
外
の
関
係

の
意
識
は
な
い
。
奥
行
的
距
離
の
知
覚
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
い

う
触
覚
の
非
奥
行
的
知
覚
だ
け
で
は
不
難
渋
で
あ
っ
て
、
そ
の
周
贈
世
界

の
意
識
が
加
わ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
る
に
周
囲
鴛
界
は
現
に
触
覚
に
よ

っ
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
知
覚
と
し
て
は
触
覚
は
触
覚
の
と

こ
ろ
に
し
か
な
い
。
こ
こ
に
ど
う
し
て
も
、
中
心
的
な
自
分
か
ら
す
る
外

の
志
向
の
参
加
が
な
け
れ
ば
、
外
部
知
覚
は
成
立
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

バ
ー
ク
レ
r
の
い
う
触
覚
に
よ
る
知
覚
は
我
々
の
い
う
薦
観
に
属
す
る
と

解
釈
さ
れ
う
る
。
寒
紅
は
知
覚
さ
れ
て
観
念
と
し
て
心
の
中
に
の
み
存
立

し
う
る
と
い
う
彼
の
考
え
方
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
多
分
の
曖
昧
さ
を
残

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
可
感
晒
延
長
が
＝
御
数
の
可
感
的
極
小
か
ら
成
立

す
る
、
と
彼
が
い
う
場
合
の
如
き
厳
密
な
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
観
念
と

七
九
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し
て
で
は
あ
れ
、
延
長
は
延
長
と
し
て
心
の
中
に
存
在
す
る
、
と
い
う
こ

と
に
や
は
り
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
て
み
る
と
、
バ
ー

ク
レ
…
の
密
議
は
、
距
離
の
知
覚
は
直
観
と
し
て
の
触
覚
的
知
覚
だ
け
で

戸
立
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
く

て
、
非
直
観
的
な
志
向
の
参
加
な
く
し
て
は
、
外
部
知
覚
は
成
立
し
え
な

い
の
で
あ
る
。

　
次
に
フ
ッ
サ
…
ル
に
つ
い
て
。

　
フ
ッ
サ
…
ル
は
そ
れ
由
　
身
聖
体
的
存
在
た
る
意
識
そ
の
も
の
と
意
識
に

対
立
す
る
「
ア
ン
・
ウ
ン
ト
。
フ
ユ
ー
ル
。
ジ
ヒ
」
と
し
て
意
識
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

存
在
と
は
い
か
に
し
て
分
離
さ
れ
る
か
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
コ

ギ
タ
テ
ィ
オ
と
し
て
の
知
覚
そ
の
も
の
の
具
体
的
な
実
的
馬
素
に
属
す
る

も
の
と
属
し
な
い
も
の
と
に
分
け
て
い
る
。
物
理
学
的
な
物
が
先
ず
魏
除

さ
れ
る
。
そ
れ
は
知
覚
さ
れ
る
世
界
に
対
し
て
も
超
越
的
な
撫
界
で
あ
る

か
ら
。
し
か
し
な
が
ら
、
知
覚
に
対
し
て
減
磨
す
る
世
界
も
ま
た
知
覚
の

　
　
　
　
　
　
（
9
）

実
的
触
接
で
は
な
い
。
そ
れ
は
知
覚
と
本
質
上
関
係
さ
れ
て
は
い
て
も
、

知
覚
に
対
し
て
超
越
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
色
彩
射
映
、
形
態
射

映
な
ど
は
感
覚
与
件
で
、
知
覚
の
実
的
成
素
に
属
す
る
。
物
の
色
、
形
態

な
ど
は
体
験
と
し
て
の
感
覚
内
容
に
よ
っ
て
射
映
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
同

一
の
色
が
色
彩
射
鉄
の
連
続
的
多
様
に
お
い
て
現
出
す
る
。
感
覚
与
件
は

知
覚
の
具
体
的
統
一
に
お
い
て
、
把
握
に
よ
っ
て
生
化
さ
れ
、
色
、
形
な

ど
の
現
出
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
を
形
成
す
る
。
　
「
例
え
ば
い
か
な
る
知

覚
相
に
も
、
色
彩
射
映
、
形
態
射
映
等
々
の
或
る
一
定
内
実
が
必
然
的
に

属
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
『
感
覚
与
件
』
に
、
一
定
類
を
も
つ
独
自
的
領

域
の
与
件
に
算
入
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
与
件
は
そ
れ
ぞ
れ
の
か
か
る
類
の

八
○

内
部
に
お
い
て
、
該
類
の
具
体
的
な
体
験
統
一
（
感
覚
の
『
野
』
）
に
結

合
し
、
さ
ら
に
は
…
1
こ
こ
で
は
詳
し
く
述
べ
ら
れ
ぬ
仕
方
で
i
知
覚

の
具
体
的
続
一
に
お
い
て
『
杷
握
』
に
よ
っ
て
生
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
し

て
こ
の
生
化
に
お
い
て
示
現
機
能
を
行
い
、
又
は
示
現
機
能
と
一
つ
に
な

っ
て
我
々
が
色
、
形
態
等
々
『
の
現
出
』
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
を
形
成

　
　
　
　
（
1
0
）

す
る
の
で
あ
る
」
。
「
見
ら
れ
た
る
物
の
色
は
、
原
理
的
に
何
ら
色
の
意
識

の
実
的
契
機
で
は
な
い
。
そ
の
亀
は
現
出
す
る
、
し
か
し
そ
れ
が
現
出
す

る
問
、
証
示
す
る
経
験
に
際
し
て
そ
の
現
出
は
連
続
的
に
変
化
し
う
る

し
、
又
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
同
　
の
色
が
色
彩
射
映
の
連

続
的
多
様
に
『
お
い
て
』
現
出
す
る
。
同
様
の
こ
と
が
感
性
的
性
質
に
対

し
て
、
そ
し
て
周
様
に
す
べ
て
の
空
間
的
形
態
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
。

一
に
し
て
同
じ
き
形
態
（
醐
一
な
る
も
の
と
し
て
有
体
的
に
与
え
ら
れ
た

る
）
は
連
続
的
に
常
に
ま
た
『
別
の
仕
方
で
』
即
ち
常
に
別
の
形
態
射
映

　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

に
お
い
て
現
出
す
る
し
。
す
な
わ
ち
物
は
志
向
的
統
一
で
あ
る
。
そ
れ
に

反
し
て
、
感
覚
内
容
そ
の
も
の
は
射
映
に
よ
っ
て
は
与
え
ら
れ
な
い
。
体

験
そ
の
も
の
は
離
映
し
な
い
。
　
「
換
書
す
れ
ば
、
体
験
の
領
域
に
属
す
る

存
在
者
に
と
っ
て
は
、
『
現
出
』
、
射
映
を
通
し
て
の
顕
現
、
と
い
う
如
き

も
の
は
全
く
何
の
意
味
も
な
い
。
空
間
的
存
在
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
種

種
な
る
立
場
か
ら
、
変
化
す
る
方
位
に
お
い
て
、
様
々
な
そ
の
際
現
わ
れ

る
側
面
か
ら
、
種
々
の
展
望
、
現
出
、
射
暁
に
し
た
が
っ
て
見
る
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

う
こ
と
を
云
々
す
る
の
は
正
に
何
の
意
味
も
な
い
こ
と
で
あ
る
」
。
さ
ら

に
、
物
の
知
覚
は
不
十
全
的
、
　
二
蜘
的
で
あ
る
。
現
実
的
に
示
現
さ
れ
た

も
の
の
核
は
、
必
然
的
に
、
非
本
来
的
な
「
随
伴
的
所
与
」
と
し
て
無
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

定
牲
の
地
平
に
よ
っ
て
把
握
的
に
囲
続
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
世
界
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は
、
現
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
可
能
性
を
ゆ
る
す
。
物
の
世

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

界
は
猴
定
的
現
実
で
あ
る
。

　
以
上
の
】
連
の
考
察
に
よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
体
験
の
領
域
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

詩
心
界
を
ひ
き
は
な
す
僻
論
の
前
捷
が
下
だ
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
か
く
ひ
き
は
な
し
て
も
、
能
与
的
直
観
に
お
い
て
、
物
は
、
現
出
の

多
様
の
中
に
志
向
的
統
」
と
し
て
連
続
的
に
継
続
し
つ
つ
今
と
溝
様
に
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
玉
）

我
に
現
わ
れ
て
き
う
る
で
あ
ろ
う
、
と
書
っ
て
い
る
。
意
識
の
存
在
、
体

験
の
流
れ
蝿
界
の
馨
だ
よ
．
て
変
様
さ
れ
ゑ
い
）
そ
の
現
存
窪
影

響
を
う
け
な
い
。
超
越
的
世
界
は
意
識
に
依
存
す
る
が
、
純
粋
意
識
は
そ

れ
自
身
完
結
し
た
も
の
で
、
時
空
的
外
在
を
も
た
ず
、
そ
の
中
に
も
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

物
か
ら
の
何
ら
の
因
果
的
関
係
を
も
う
け
な
い
。
か
く
て
、
絶
対
的
意
識

の
全
分
野
を
残
存
、
保
持
す
る
見
方
を
確
保
す
る
た
め
に
、
現
象
学
的
還

　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

元
を
行
な
う
の
で
あ
る
。
体
験
が
、
色
が
延
長
な
く
し
て
考
え
ら
れ
ぬ
よ

う
に
自
然
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
絶
対
意
識
の
領
域
は
残
ら

ぬ
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
。
自
然
界
を
搬
無
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何

も
の
も
失
わ
れ
ず
、
意
識
の
絶
対
的
存
在
は
、
正
し
く
解
す
れ
ば
、
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

て
の
世
界
的
超
越
を
お
の
れ
の
う
ち
に
蔵
し
規
整
す
る
。
少
し
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
も
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
現
象
学
的
還
元
が
現
実
の
中
か
ら
取
り

残
し
て
お
く
も
の
に
ノ
エ
マ
が
属
し
、
実
在
的
な
も
の
が
意
識
さ
れ
る
仕

方
が
属
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
エ
ボ
ケ
ー
に
よ
る
変
様
は
う
け

る
。
自
然
界
が
撰
無
さ
れ
て
も
例
え
ば
樹
の
知
覚
は
そ
の
ま
ま
残
る
が
、

そ
れ
は
も
は
や
単
な
る
樹
の
よ
う
に
、
焼
い
た
り
化
学
的
に
分
解
し
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
現
象
学
的
存
在
の
流
れ
は
、
材
料
的

層
と
ノ
エ
シ
ス
逆
戟
と
を
も
つ
。
知
覚
物
は
体
験
の
流
れ
そ
の
も
の
に
は

外
部
知
覚
に
つ
い
て

属
さ
ず
超
越
的
で
あ
る
。
体
験
の
存
在
仕
方
は
、
反
省
と
い
う
仕
方
で
原

理
的
に
知
覚
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
内
在
的
知
覚

は
そ
れ
の
対
象
、
す
な
わ
ち
、
ノ
エ
シ
ス
的
層
や
材
料
的
層
の
現
在
を
必

然
的
に
保
証
す
る
。
内
在
的
知
覚
の
対
象
は
十
全
的
に
与
え
ら
れ
る
。
そ

れ
に
反
し
、
物
の
知
覚
は
不
十
全
的
で
あ
る
。
　
面
的
且
つ
不
完
全
な
現

出
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
不
十
全
的
に
あ
ら
わ
れ
る
現
出
の
上
に
立

つ
理
性
措
定
は
何
れ
も
最
終
決
定
的
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
物
の
存

在
を
最
終
的
に
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
以
上
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
所
諭
に
お
い
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
同
一
の
物
的
な
る
も
の
は
、
生
化
さ
れ
た
感
覚
与
件
の
射
映
の
多
様

に
よ
っ
て
の
み
現
出
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
に
お
い
て
も
、

い
わ
ゆ
る
感
覚
内
容
、
感
覚
与
件
は
非
常
に
微
妙
な
、
そ
れ
だ
け
に
曖
昧

な
難
解
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
彼
の
書
葉
に
よ
る
と
、
知
覚
体
験
中
に

ヒ
ュ
レ
…
的
契
機
と
し
て
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
色
の
如
き
或

る
も
の
、
感
覚
の
色
で
あ
っ
て
、
そ
れ
宮
身
と
し
て
は
、
ノ
エ
マ
的
な
い

し
客
観
的
な
色
で
は
な
い
。
ま
た
、
三
角
形
の
形
態
射
映
に
し
て
も
、
そ

れ
が
空
間
的
で
あ
っ
た
り
、
空
間
に
お
い
て
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
り
す

　
　
　
　
（
1
1
）

る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
体
験
な
の
で
あ
る
。
意
味
を
付
与
さ
れ
生
化

さ
れ
て
、
物
的
な
絶
、
物
的
な
形
態
な
ど
を
射
映
し
示
現
す
る
の
で
あ

る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
よ
う
な
考
察
は
深
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
の
見
方
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
物
の
実
在
を
そ
の
直

鍍
的
な
意
識
関
係
か
ら
分
離
さ
れ
て
も
、
物
の
知
覚
は
成
立
す
る
道
理
で

あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
物
の
知
覚
は
、
物
自
体
の
実
在
の
直
接
の
知
覚
、

す
な
わ
ち
、
我
々
の
い
う
直
観
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
。
物
の
色
、
物
の

八
一
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形
な
ど
自
体
が
そ
の
ま
ま
直
観
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
感
覚
与
件
に

よ
る
射
映
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
射
峡
の
多
様
を
遜
し
て
、
同
一
の
物

的
な
る
も
の
が
現
出
す
る
と
も
い
え
な
い
。
知
覚
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の

色
、
形
が
そ
の
ま
ま
物
の
色
、
物
の
形
の
直
観
で
な
く
て
は
な
ら
な
く
な

る
。
逆
に
書
っ
て
、
感
覚
与
件
の
射
映
の
多
様
に
よ
っ
て
の
み
現
出
し
う

る
岡
一
の
物
的
な
る
も
の
の
知
覚
は
、
も
は
や
物
的
な
る
も
の
の
直
観
で

は
あ
り
え
な
い
。
こ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
物
の
知
覚
の
直
接
の
対

象
と
し
て
は
、
物
自
体
の
実
在
は
排
除
さ
れ
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か

く
解
す
る
な
ら
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
立
場
と
我
々
の
立
場
と
は
、
外
部
知

覚
を
志
向
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
岡
一
で
あ
る
よ

う
に
み
え
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
え
方
に

は
一
種
の
曖
昧
さ
が
付
着
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
知
覚
物
を
括
弧
に
入
れ

る
、
と
い
う
こ
と
の
中
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
物
の
知
覚
が
物
の
直
翻
で

な
い
な
ら
ば
、
物
の
知
覚
の
直
接
の
対
象
と
し
て
は
、
物
の
実
在
は
完
全

に
藁
薦
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
知
覚
的
関
係
中
に
全
然
ふ
く
ま
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
物
の
知
覚
で
あ
る
以
上
、
物
の
実
在
の
志
向

は
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
ノ
エ
マ
と
し
て
の
物
を
否
定
す
れ
ば
、
志

向
自
体
が
成
立
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
の
、
知
覚
の
直
接
の
対
象
と
し
て

の
実
在
そ
の
も
の
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
播
弧
へ
入
れ

ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
物
の
知
覚
的
志
向
に
何
ら
か
対
応
す
る
物
の
実
在
の

方
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
直
観
的
意
識
の
直
接
の
対
象
と
し
て
の
物
の

実
在
と
、
志
向
的
意
識
に
何
ら
か
対
応
す
る
物
の
実
在
、
と
い
う
二
通
り

の
実
在
の
区
別
に
対
し
て
、
曖
昧
な
、
或
は
消
極
的
な
、
さ
ら
に
は
否
定

的
な
態
度
を
さ
え
と
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
考
に
お

八
二

け
る
一
つ
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
写
像
説
や
蟻
蚕
説
を

惇
理
で
あ
る
と
し
、
我
々
が
見
る
空
事
物
は
、
そ
れ
が
い
か
に
超
越
的
で

あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
知
覚
せ
ら
れ
た
も
の
、
即
ち
そ
れ
の
有
体
性
に
お
い

て
意
識
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、
感
窟
上
の
物

と
物
理
学
上
の
物
と
を
因
果
性
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
こ
と
は
惇
理
で
あ

　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

る
、
と
喬
っ
て
い
る
。
右
の
曖
昧
さ
は
、
彼
の
理
性
と
現
実
に
関
す
る
考

察
に
際
し
て
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
「
直
接
に
『
見
る
』
と
い
う
こ
と
、

単
に
感
心
的
な
経
験
す
る
見
る
と
い
う
こ
と
に
限
ら
ず
、
い
か
な
る
種
類

で
あ
れ
、
原
的
に
与
え
る
意
識
と
し
て
の
見
る
こ
と
一
般
は
、
あ
ら
ゆ
る

理
性
的
主
張
の
究
極
の
権
利
源
泉
で
あ
る
。
こ
の
源
泉
が
権
利
を
与
え
る

機
能
を
も
つ
の
は
、
そ
れ
が
原
的
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
の
み
で
あ

り
、
又
そ
の
限
り
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
…
…
そ
の
供
述
の
な
さ
れ
る

の
は
何
故
か
と
い
う
問
に
対
し
て
『
私
が
そ
れ
を
屍
る
』
か
ら
と
い
う
答

え
に
、
何
ら
の
価
値
を
与
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
背
理
で
あ
ろ
う
l
i
・
こ

の
こ
と
を
ま
た
我
々
は
洞
見
す
る
。
或
は
起
こ
る
か
も
し
れ
ぬ
誤
解
を
あ

ら
か
じ
め
避
け
る
た
め
、
こ
こ
に
付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
が
、

今
述
べ
た
こ
と
は
し
か
し
、
事
情
に
よ
っ
て
は
ひ
と
つ
の
見
る
と
い
う
こ

と
が
他
の
ひ
と
つ
の
見
る
と
い
う
こ
と
と
相
反
す
る
こ
と
も
あ
り
、
同
様

に
ま
た
ひ
と
つ
の
権
利
あ
る
主
張
が
他
の
ひ
と
つ
の
権
利
あ
る
主
張
と
相

反
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
許
さ
ぬ
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
右
の
如
く
書
っ
て
も
そ
れ
は
…
i
ひ
と
つ
の
力
が

他
の
ひ
と
つ
の
カ
に
よ
っ
て
う
ち
勝
た
れ
て
も
、
そ
の
力
が
も
は
や
カ
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
岡
様
に
一
i
見
る
と
い
う
こ
と
は

侮
ら
の
権
利
根
拠
で
も
な
い
と
い
う
よ
う
な
意
味
は
ふ
く
ん
で
い
な
い
か
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ら
で
あ
る
。
で
は
な
く
て
上
述
の
こ
と
は
次
の
如
き
こ
と
を
意
味
す
る
。

即
ち
、
覧
る
範
疇
に
属
す
る
直
観
一
し
か
し
て
こ
れ
は
箆
に
感
性
的
に

経
験
す
る
直
観
を
指
す
l
i
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
、
見
る
と
い
う
こ

と
は
そ
の
本
質
上
『
不
完
全
』
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
見
る
と
い
う
こ
と

は
原
理
的
に
強
め
ら
れ
た
り
弱
め
ら
れ
た
り
さ
れ
う
る
、
そ
れ
故
に
、
直

接
の
、
従
っ
て
ま
た
真
の
権
利
根
拠
を
経
験
の
う
ち
に
も
つ
主
張
で
も
、

経
験
の
進
行
に
つ
れ
て
、
経
験
の
優
勢
な
圧
倒
的
な
反
対
権
利
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

廃
棄
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
L
。
「
物
と
し

て
の
実
在
者
、
即
ち
物
と
い
う
意
味
で
の
存
在
は
、
原
理
上
、
孤
立
的
現

出
に
お
い
て
は
唯
『
不
十
全
的
』
に
の
み
砂
塵
す
る
。
こ
れ
と
本
質
土
連

関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
右
の
如
き
不
十
金
的
に
現
わ
れ
る
山
畠
の
上
に

立
つ
理
性
措
定
は
何
れ
も
『
最
終
決
定
的
』
、
『
克
服
不
可
能
』
で
は
あ
り

　
（
2
4
）

得
な
い
」
。
こ
の
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
物
の
知
覚
は
不
十
金
的
で
あ

る
か
ら
、
権
利
根
拠
で
は
あ
っ
て
も
、
最
終
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
、

と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
物
の
知
覚
が
、
我
々
の
い
う
物
の

直
観
で
は
な
く
て
、
物
の
志
向
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
う
い
う
志
向
は
物
の

実
在
を
知
覚
の
直
接
の
対
象
と
し
て
も
た
な
い
か
ら
、
物
の
実
在
に
対
す

る
何
ら
の
権
利
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
い
う
物
の
知

覚
が
い
か
ほ
ど
調
和
的
に
統
一
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
物

の
実
在
の
権
利
根
拠
と
な
り
う
る
も
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
い
く

ら
調
和
的
に
統
一
さ
れ
て
も
、
物
の
実
在
を
直
接
の
対
象
と
し
て
ふ
く
ま

ぬ
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、
物
の
知
覚
が
我
々
の
い

う
物
の
直
観
で
あ
る
な
ら
ば
、
冠
り
に
物
の
〕
齎
毒
蛾
槻
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
物
の
実
在
を
保
証
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
一
面
と
い
え
ど
も
、

外
部
知
覚
に
つ
い
て

物
の
一
面
そ
の
も
の
の
実
在
が
直
接
に
直
観
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

物
の
直
観
な
ら
ば
物
の
一
面
し
か
知
覚
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え

な
い
、
一
面
し
か
知
覚
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
そ
の
知
覚
が
志
向
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
真
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
一
面
的

な
知
覚
が
物
の
実
在
の
権
利
根
拠
と
な
り
え
ぬ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
代

り
こ
の
場
合
は
、
そ
う
い
う
　
面
的
な
知
覚
的
志
向
が
い
か
ほ
ど
豊
畜
化

さ
れ
調
和
さ
れ
て
も
、
志
向
で
あ
る
か
ぎ
り
、
物
の
実
在
の
権
利
根
拠
に

な
り
う
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ど
う
し
て

も
、
こ
う
い
う
物
の
知
覚
的
志
向
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
調
和
的
統
一
的
な

連
関
の
、
発
生
的
立
場
か
ら
の
考
察
、
実
験
な
ど
が
加
わ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
の
み
、
そ
れ
と
の
連
関
に
お
い
て
、
物
の
知
覚
的

志
向
に
何
ら
か
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
物
の
、
あ
る
い
は
物
の
世
界
の
、
実

在
の
権
利
根
拠
と
な
り
う
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー

ル
が
、
物
の
知
覚
は
、
　
一
睡
的
で
あ
っ
て
も
、
物
の
実
在
に
対
す
る
権
利

根
拠
性
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
最
終
決
定
的
な
力
は
も
た
な
い
、
と

主
張
す
る
の
は
、
物
の
知
覚
の
直
観
性
と
志
向
性
と
の
区
別
、
知
覚
的
薩

観
の
直
接
の
対
象
と
し
て
の
物
の
実
在
と
、
知
覚
的
志
向
に
何
ら
か
対
応

す
る
物
の
実
在
と
の
区
溺
が
、
彼
の
思
考
の
中
で
曖
昧
化
さ
れ
て
い
る
こ

と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
解
す
る
ほ
か
は
な
い
。

　
以
上
の
所
論
に
お
い
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
感
覚
与
件

に
よ
る
物
的
な
る
色
、
形
態
な
ど
の
射
映
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
物

の
知
覚
、
す
な
わ
ち
外
部
知
覚
の
最
も
支
柱
と
な
る
べ
き
も
の
、
外
部
知

覚
を
し
て
外
部
知
覚
た
ら
し
め
る
も
の
、
す
な
わ
ち
我
々
の
い
う
、
見
る

自
分
に
対
す
る
奥
行
的
外
に
関
す
る
考
察
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
も
し

八
三
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こ
の
奥
行
的
外
の
志
向
性
が
把
握
さ
れ
る
な
ら
ば
、
物
の
知
覚
の
志
向
性

　
　
と
直
観
性
と
の
区
携
に
お
い
て
、
志
向
性
一
本
の
明
確
な
立
場
が
堅
持
さ

　
　
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
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M．S．　Handman，　G．1（漁e1se罫，　and　L．　D．　Greenberg。　Above　all，　I　am

inclined　to＆PPエeciate　the　the◎ries　of　the　former．　two　scholars。　As　aエesult

of　ereview　about£he　scholars，　I　present　here　thτee　types　of　na宅iona茎isln　as

ideal　types　as　foHows：（1）難atio豫alis磁沁the　Wesもem　world，（2）nationalls臓

anaiogous　to宅ha亡of　the　western　world，（3）nationallsm　in　the　Asian　world．

　　The　basic　assumpt圭on　underlying　our£ypology，　though　they　mayっver毎p

each　other　to哉cer重ain　exten乞，　can　be　concluded　as　follows：nationalis置

く主）　correspondsも。　that　of　advanced　ceuntries，　Ilationalisr段（2）．も。　もhat　o壬

middle－develo茎）ed　countries，　and　na£iona王圭sm　　（3）to重ha重6f　under－developed

COU…ユtrles．

　　The　scie難t諭。　s艶dy　of　nationalism　m疑st　be　estab1呈shed　beyond　．‡he

knowledge　of　specific　cases　and　at　the　same　t童me　by　avoiding　lumping

together　all　instances　of　nationalism。　The　full　understanding　of　the　charac－

terist圭。　for狙s　of　these　three，　we　believe，　enables　us　to　get£he　correct

knowiedge◎f　nationalism　prevale簸t　in　each　area。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　鋤er　die　ttesssere　WahrRehmung

von　Masaji　OI〈ada

　　In　dlesem　Aufsatz　wlrd　eine　Beantwortung　der　Frage　versucht，　die

lautet　；　sind　wir　uhs　ttberhaupe　in　der　segenannten　tiusseren　Wahrnehmung

unmittelbar　der　Aussenwelt，　d．　h．　hier　der　tiusseren　Dinge　selbst　bewtisst　？

Die　Antwort　：　die　aussere　Wahmeltmung　ist　1〈ein　unmittelbares　Bewusstseln

von　der　Aussenwelt　selbst．

　　Dle　Antwort　1〈ommt　aus　elner　Betrachtung　des　folgenden　Sachverhaltes．

Die　aussere　Wahrnehmung　ist　n5mlich　die　von　einer　ausser　mir　iiegenden

Welt．　Dieses　’‘ausser　mir”　bedeutet　aber　die　“Tiefe”　im　Sinne　der　“Weite

hinaus”．　Die　Wahrnehmung　einer　solcken　perspektivischen　Tiefe　wird　uns

jedoch　niemals　in　der　Wahrnehmung　des　bloss　rttumlichen　Vethaltnisses

von　“Allssereinander”　gegeben．　Dies　ist　aus　derjenigen　unbestlmmten，

doch　von　einer　Art　der　Raumvorstellung　beglelteten　Gesichtswahrnehrnung

zu　ersehen，　die　auch　dann　bleibt，　wenn　wir　die　Augen　schliessen　ttnd　so

alle　tiussere　Wahrnehmung　verschwindet．　Andrerseits　ist　das，　was　wir　an
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der　Aussenwelt　wahrnehmen，　kein　“Nebeneinander”　von　Teilen　jener　Tiefe，

obwohl　sie　im　objektiven　Verha｝tnis　der　rtiumlichen　Entfernung　allerdings

auch　nebenelnander　liegen．　Die　Aussenwelt　wird，　mit　einem　Worte，　von

uns　so　wahrgenommen，　wie　sie　erst　in　einem　“Durchblick　durch　die　Tiefe”

zttm　Vorsehein　komme．　ln　diesem　“Durchblick　durch　die　Tiefe”　erscheint

uns　jeder　Teil　von　ihr　nicht　im　Verhaltnis　des　“Nebeneinander”　sondern

sozusagen　in　einem　Verha！tnis　des　“Ubereinander”　oder　“Hintereinander”．

Gesetzt，　．dass　wir　die　Telle　jener　Tiefe　nebeneinander　sahen，　so　ware　es

unm6glich，　dass　unser　Bewusstsein　in　der　Weise　des　“Durchbllcks　durch

die　Tiefe”　zustande　kommt．　Dann　wttrde　es　ebenso　unm6glich，　eine　Unter－

sckeidung　zwlschen　der　Wahrnehmung　des　“Aussen”，　d．　h．　jener　“Tiefe”

und　der　des　bloss　raumlichen　“Nebeneinander”　zu　machen．
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