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知
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問
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「
知
覚
は
環
境
を
認
知
す
る
知
的
機
能
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
包
括

的
定
義
を
中
心
と
し
て
現
代
の
知
覚
理
論
は
多
様
な
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
本
稿
は
、
知
覚
の
定
義
を
特
に
機
能
主
義
知
覚
論
の
流
れ
に

沿
い
つ
つ
、
知
覚
の
基
本
的
特
性
の
考
察
を
通
し
て
叙
述
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

知
覚
に
お
け
る
…
機
能
主
義
の
背
景

　
科
学
的
心
理
学
に
関
し
、
機
能
主
義
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
以
来
、
米
国
の
心
理
学
を
根
本
に
お
い
て
終
始
　
饗
す
る
特
徴
で
あ
る
が
、
現

代
の
心
理
学
は
、
米
国
に
限
ら
ず
、
基
本
的
に
み
て
そ
の
傾
向
を
含
む
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
問
題
と
す
る
知
覚
の
心
理
学
に
限

ら
ず
、
機
能
主
義
の
系
譜
を
み
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
、
現
代
心
理
学
の
展
開
を
示
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
語
別
の
大
き
な
問
題
と

し
て
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
今
田
　
九
六
二
、
切
。
甑
護
H
り
α
O
）
。

　
知
覚
の
問
題
に
対
す
る
機
能
主
義
的
立
場
を
包
括
す
る
大
き
な
枠
組
と
し
て
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
、
シ
カ

ゴ
の
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
…
イ
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ロ
ー
ラ
ン
ド
・
エ
ン
ジ
ェ
ル
、
ハ
…
ヴ
ェ
イ
・
カ
ー
な
ど
の
機
能
主
義
特
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
と

カ
ー
の
立
場
が
、
一
八
九
〇
年
代
か
ら
一
九
　
二
〇
年
代
に
か
け
て
確
立
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
心
理
学
は

一
口
に
雷
っ
て
、
意
識
主
義
的
、
生
理
主
義
的
、
進
化
論
的
機
能
主
義
で
あ
る
が
、
知
覚
に
つ
い
て
も
、
そ
の
「
心
理
学
原
理
」
の
叙
述

　
　
　
　
知
覚
理
論
に
お
け
る
機
能
主
義
の
展
開
と
知
覚
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
十
四
畳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
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2
　
な
ど
は
、
本
質
的
に
み
て
そ
う
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
例
え
ば
、
　
「
知
覚
は
練
習
に
よ
っ
て
進
歩
す
」
と
い
う
よ
う
な
項
は
、
ま
さ
に
現
代

　
　
の
知
覚
心
理
学
や
学
習
心
理
学
が
、
理
論
的
・
実
証
的
テ
ー
マ
と
し
て
追
求
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
当
意
の
科
学
的
心
理
学
の
生
理
主

　
　
義
の
み
で
な
く
、
知
覚
活
動
に
お
け
る
機
能
的
な
問
題
を
も
扱
っ
て
い
る
点
は
注
曝
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
シ
カ
ゴ
に
お
け
る
デ
ュ
ー
イ
、
　
エ
ン
ジ
ェ
ル
の
機
能
主
義
の
後
継
者
は
カ
ー
（
聴
講
く
Φ
団
》
9
ほ
ド
G
。
諺
決
り
q
駆
）
で
あ
る
。
そ
の
体
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
的
テ
キ
ス
ト
．
．
誤
昌
貯
霞
。
儀
§
瓜
。
譜
8
馨
麟
8
℃
o
需
①
℃
甑
。
昌
．
．
（
お
Q
Q
q
）
は
、
知
覚
の
心
理
学
の
体
系
と
し
て
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本

　
　
稿
に
特
に
関
係
の
あ
る
例
示
と
し
て
、
そ
の
第
一
章
に
次
の
よ
う
な
進
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
．
．
…
…
6
ゲ
①
豊
凶
ω
⇔
0
9
0
錠
－
o
露
画
ω
甑
韓
国
○
欝
び
馨
≦
8
口
℃
興
8
ぞ
『
σ
q
鱒
Φ
質
言
霊
①
o
陥
餌
⇔
o
ぼ
①
9
⇔
鐸
岱
》
段
8
ぞ
汐
σ
q
皆
ω
。
・
℃
Φ
9
巴

　
　
鉾
霞
茜
三
①
ω
．
○
霞
℃
興
。
趨
瓢
。
⇒
○
｛
簿
①
回
o
o
餌
拓
自
縛
づ
山
ω
騨
①
○
格
鋤
昌
。
ぼ
①
o
瞥
δ
o
博
①
鵠
仙
露
興
欝
金
。
仙
ぴ
《
o
蟷
増
犀
質
○
≦
♂
鳥
α
q
①
o
｛
≦
プ
魯

　
　
搾
β
効
切
山
○
唇
面
o
o
≦
げ
瓢
α
q
①
o
臨
爵
Φ
昌
簿
弩
①
o
臨
昏
o
o
び
冨
。
け
陣
ω
○
｛
8
ロ
び
器
①
匙
¢
℃
o
⇒
雪
田
〇
8
臨
○
ジ
騨
。
・
℃
糞
。
o
ρ
g
搾
ω
℃
象
8
δ

　
　
o
げ
⇔
養
。
酔
の
泣
ω
鉱
ρ
…
…
、
、
（
9
き
ド
⑩
。
。
①
》
や
N
）

　
　
　
な
お
、
か
れ
は
マ
ー
チ
ソ
ソ
編
二
九
三
〇
年
の
心
理
学
」
の
中
で
、
シ
カ
ゴ
学
派
と
し
て
エ
ン
ジ
ェ
ル
の
意
識
主
義
や
ワ
ト
ソ
ン
の

　
　
客
観
主
義
よ
り
も
、
む
し
ろ
生
活
体
の
環
境
的
機
能
の
見
地
か
ら
み
る
広
義
の
穏
健
な
機
能
主
義
に
移
り
つ
つ
あ
る
傾
向
を
示
し
、
そ
れ

　
　
と
共
に
生
活
体
の
活
動
に
お
け
る
刺
激
要
因
の
ほ
か
に
、
動
機
的
要
因
を
認
め
て
い
る
　
（
9
∬
国
。
駅
長
9
窪
巴
δ
ヨ
．
ぼ
ζ
霞
。
ぼ
ω
。
口
、
の

　
℃
聲
魯
・
ぴ
α
q
諺
。
h
6
。
。
P
困
⑩
。
。
ρ
巳
も
。
。
一
…
今
田
一
九
六
二
に
よ
る
）
。
こ
の
点
は
、
本
稿
で
取
り
扱
う
現
代
の
知
覚
理
論
の
動
向
に
先
行
す

　
　
る
傾
向
を
暗
示
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
機
能
主
義
は
米
国
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
知
覚
に
関
し
て
は
、
ウ
ィ
ー
ン
時
代
の
ビ
ュ
ー
ラ
…
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
ピ

　
　
ア
ジ
ェ
な
ど
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
又
ブ
ル
ソ
ス
ビ
ッ
ク
の
確
率
的
機
能
主
義
や
、
キ
ル
パ
ト
リ
ッ
ク
、
イ
ッ
テ
ル
ソ
ン
、
キ
ャ
ン

　
　
ト
リ
ル
な
ど
の
ト
ラ
ン
ズ
ア
ク
シ
ョ
ソ
機
能
主
義
な
ど
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
展
望
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ピ
ア
ジ
ェ
に
つ
い
て
は
波
多
野

　
　
（
H
り
①
q
）
、
確
率
的
な
ら
び
に
ト
ラ
ン
ズ
ア
ク
シ
謎
ン
機
能
主
義
に
つ
い
て
は
拙
著
（
H
⑩
罐
．
H
⑩
①
α
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。



さ
て
、
こ
こ
で
現
代
心
理
学
に
お
け
る
知
覚
と
そ
の
研
究
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。

（
1
）
　
機
能
主
義
に
も
と
つ
く
カ
ー
の
本
と
現
象
学
的
伝
統
を
受
け
つ
ぐ
ゲ
シ
タ
ル
ト
の
体
系
で
あ
る
コ
フ
カ
の
「
ゲ
シ
タ
ル
ト
心
理
学
原
理
」

　
　
G
。
窃
）
が
、
閲
じ
年
に
米
国
で
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
知
覚
心
理
学
の
当
時
の
熱
闘
的
動
晦
を
暗
示
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
6

知
覚
の
基
本
的
性
質
と
知
覚
の
知
識
体
系
の
研
究
法

　
　
　
知
覚
の
基
本
的
特
性
の
う
ち
、
第
一
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
知
覚
が
、
わ
れ
わ
れ
の
ま
わ
り
の
対
象
な
い
し
状
態
に
つ
い
て
の
覚
知

　
　
（
蝉
≦
錠
2
Φ
ω
。
。
）
に
関
係
す
る
何
物
か
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
対
象
が
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
器
官
の
上

　
　
に
作
る
印
象
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
種
々
な
る
事
物
が
、
わ
れ
わ
れ
に
見
え
る
見
え
方
で
あ
り
、
音
響
、
味
覚
、
嗅
覚

　
　
な
ど
に
よ
っ
て
感
受
さ
れ
る
、
そ
の
仕
方
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
知
覚
は
、
あ
る
程
度
ま
で
、
こ
れ
ら
の
対
象
の
簿
≦
畦
窪
霧
ω
を
理
解
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の
対
象
の
「
意
味
」

　
　
な
い
し
「
再
認
」
を
も
含
ん
で
い
る
。
古
今
聴
骨
を
問
わ
ず
言
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
．
．
ω
①
魚
嵩
α
Q
置
げ
亀
①
〈
ぎ
α
q
．
、
と
い
う
短
い
英
文
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
精
神
活
動
と
し
て
の
知
覚
、
特
に
知
覚
の
意
味
の
重
複
性
、
な
い
し
、
知
覚
と
思
考
と
の
関
係
を
も
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
コ
フ
カ

　
　
（
H
（
O
鵠
犀
効
ド
④
G
o
α
）
は
、
そ
の
「
ゲ
シ
タ
ル
ト
心
理
学
原
理
」
の
第
三
章
に
「
何
故
、
事
物
は
そ
れ
ら
が
見
え
る
よ
う
に
見
え
る
か
（
芝
ぴ
団

　
　
山
○
穿
げ
σ
q
ω
げ
○
障
霧
昏
①
団
鳥
○
想
）
」
と
設
問
し
て
、
視
知
覚
の
問
題
を
提
濾
し
た
。
今
日
、
知
覚
心
理
学
の
課
題
は
、
こ
の
よ
う
な
現

　
　
象
学
的
観
点
の
み
で
解
決
し
得
る
と
は
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
当
然
、
≦
ぴ
図
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
ぴ
○
≦
の
問
題
が
重
要
な
重
み
を

　
　
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
、
疑
闇
に
対
し
て
何
か
客
観
的
な
確
実
性
を
与
え
た
い
と
欲
す
る
場
合
、
心
理
学
は
、
嶺

　
　
然
、
客
観
的
根
拠
を
与
え
る
た
め
に
「
人
は
何
を
見
、
何
を
感
じ
、
何
を
考
え
、
何
を
行
な
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
行
動
は
、
い
か
な
る

　
　
法
則
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
か
扁
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
知
識
捧
系
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
≦
ξ
の
問
題
は
、
≦
『
鶏

　
　
と
び
。
名
の
言
い
に
対
す
る
知
識
体
系
の
適
切
な
位
麗
に
、
境
面
の
行
動
を
あ
て
は
め
る
隠
に
、
自
ら
解
か
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

脇　
　
　
　
　
　
知
覚
理
論
に
お
け
る
機
能
主
義
の
展
開
と
知
覚
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
　
　
　
哲
一
脚
説
耕
究
　
　
第
五
百
－
で
四
尋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

42
2
　
あ
る
。
視
空
間
知
覚
の
心
理
学
は
「
何
故
見
え
る
か
偏
に
対
す
る
解
答
を
「
一
般
に
言
っ
て
如
何
な
る
場
合
に
何
が
見
え
る
か
偏
と
い
う

　
　
解
啓
を
通
し
て
、
間
接
的
に
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
約
十
八
年
前
、
本
邦
で
は
「
知
覚
の
5
5
理
」
を
取
り
扱
っ
た

　
　
内
容
に
対
し
、
　
「
環
境
の
認
知
」
と
い
う
説
明
的
な
副
題
を
付
し
、
知
覚
、
感
覚
、
境
象
、
弁
別
と
い
う
種
々
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
諸

　
　
経
験
を
一
括
し
て
叙
述
し
よ
う
と
す
る
見
地
が
現
わ
れ
て
い
る
（
苧
阪
。
小
川
。
田
中
、
一
九
五
二
年
）
。

　
　
　
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
の
よ
う
な
経
験
が
、
実
は
、
従
来
の
歴
史
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
主
題
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と

　
　
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
今
欝
の
心
理
学
は
、
行
動
の
科
学
で
あ
り
、
す
で
に
一
九
一
四
年
、
ジ
ボ
ー
の
明
言
し
た
如
く
、
　
「
心
理
学
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

　
　
は
生
命
の
科
学
、
即
ち
、
生
物
学
の
一
部
門
で
あ
る
」
こ
と
を
、
ま
す
ま
す
体
系
的
に
実
証
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
特
に
意
識
主
義
の
廃

　
　
棄
の
後
、
さ
ま
ざ
ま
の
主
義
や
立
場
を
通
し
て
現
代
心
理
学
の
立
場
が
、
広
義
の
行
動
学
に
立
脚
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
わ

　
　
ば
、
今
日
の
心
理
学
に
対
す
る
、
わ
れ
わ
れ
の
理
解
の
常
識
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
か
く
て
、
知
覚
の
心
理
学
で
も
、
知
覚
的
経
験
を
、

　
　
行
動
の
事
実
と
し
て
陶
一
の
次
元
で
問
題
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
が
故
に
、
上
述
の
如
き
、
　
「
認
知
」
と
い
う
タ
…
ム
で
一
般
化
し
よ
う

　
　
と
す
る
傾
向
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
一
九
五
四
年
の
日
太
・
心
理
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
　
「
知
覚
と
は
何
か
」
と
い
う
課
題
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
時
の
全
般
的

　
　
考
え
方
は
、
や
は
り
、
生
活
体
の
働
き
か
け
を
考
慮
に
入
れ
た
広
義
の
機
能
主
義
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
誉
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
動

　
　
向
は
ボ
…
リ
ン
グ
（
し
d
o
婦
ぎ
α
q
）
が
、
そ
の
「
実
験
心
理
学
史
」
（
初
版
　
九
二
九
年
、
第
二
版
一
九
五
〇
年
）
の
叙
述
に
お
い
て
し
ば
し
ば
用

　
　
い
た
憂
身
を
借
り
れ
ば
、
一
九
五
〇
年
代
前
後
の
知
覚
心
理
学
に
お
け
る
．
．
N
①
潔
σ
q
Φ
蜂
、
、
で
あ
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
環
境
の
認
知
の
仕
方
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
生
活
体
が
生
存
す
る
た
め
に
環
境
に
働
き
か
け
、
そ
れ
に
適
応
す
る
仕
方
を
考
察
す
る
こ

　
　
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
が
、
現
代
に
お
け
る
知
覚
心
理
学
の
一
般
的
な
傾
向
を
代
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、

　
　
生
活
体
が
自
然
環
境
か
ら
選
択
的
な
認
知
を
な
し
て
い
る
こ
と
、
認
知
の
可
能
な
範
囲
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
、
そ
う
し
て
構



成
さ
れ
る
認
知
構
造
の
特
質
は
い
か
な
る
も
の
か
、
等
々
が
閥
題
と
な
ろ
う
。

　
更
に
広
く
、
知
覚
心
理
学
の
賦
酌
を
考
え
る
な
ら
、
君
わ
ぱ
、
生
態
学
酌
知
覚
研
究
と
で
も
名
付
く
べ
き
部
門
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
ブ
ル
ン
ス
ビ
ッ
ク
（
じ
d
域
¢
質
ω
硝
臨
（
　
H
①
窃
①
）
は
そ
の
傾
向
を
代
表
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
こ
こ
で
知
覚
を
他
の
諸
経
験
と
の
比
較
に
お
い
て
再
度
考
察
し
よ
う
。

　
（
1
）
　
し
d
三
聖
鶏
（
お
O
メ
や
H
b
Q
心
。
）
は
、
．
．
℃
禽
。
①
南
口
紘
話
⇔
鎌
質
。
湊
、
”
に
つ
い
て
、
知
覚
は
、
分
類
の
行
為
（
帥
嵩
⇔
9
0
臨
。
暮
㊦
σ
q
o
甑
蓬
け
δ
昌
）
を
含
む

　
　
　
と
述
べ
て
い
る
が
、
ご
葺
讐
⇔
興
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
。

感
覚
と
知
覚
の
問
題
・
恒
常
仮
定
と
恒
常
現
象

　
　
　
従
来
の
心
理
学
で
は
感
覚
が
知
覚
に
先
行
す
る
と
考
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
感
覚
は
、
　
一
定
の
物
理
的
刺
激
に
燈
常
的
に
響
応
す
る
も

　
　
の
と
考
え
て
い
た
。
矢
繊
部
に
よ
れ
ば
、
ケ
！
ラ
…
（
隅
α
露
⑦
誤
芝
．
）
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
憧
常
仮
定
（
麟
。
霧
欝
降
鑓
導
麺
ゲ
ヨ
①
）

　
　
と
名
づ
け
て
、
全
く
事
実
に
合
わ
ぬ
誤
謬
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
　
　
素
朴
な
立
場
で
は
、
知
覚
は
外
界
の
摸
写
と
考
え
ら
れ
や
す
い
。
す
な
わ
ち
、
認
識
論
に
お
け
る
摸
写
説
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
の
代

　
　
表
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
購
の
心
理
学
で
は
、
要
素
的
な
不
変
約
感
覚
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
も
は
や
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　
知
覚
の
分
野
で
い
う
恒
常
現
象
と
は
、
　
｝
般
に
刺
激
布
置
が
変
わ
っ
て
も
、
物
は
そ
れ
に
特
有
の
性
質
で
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
知
覚
は
感
覚
器
富
の
興
奮
に
慎
常
的
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
く
、
物
に
特
有
な
性
質
と
恒
常
的
に
対
応
す
る
も
の

　
　
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
矢
潤
部
（
同
り
α
O
つ
℃
。
　
q
①
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
浪
常
現
象
と
二
身
仮
定
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
事
情
は
本
質
的
に
は
陶
じ

　
　
で
あ
り
、
慨
常
仮
定
に
簿
す
る
反
論
は
、
そ
の
要
素
観
の
誤
謬
に
関
し
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
対
応
関
係
に
関
し
て
は
感
覚
器
に
つ
い
て
も
、

　
　
知
覚
質
に
つ
い
て
も
、
共
に
そ
れ
ら
は
物
の
一
定
の
性
質
（
生
理
的
刺
激
で
は
な
い
）
と
大
体
に
お
い
て
恒
常
的
な
対
応
関
係
に
あ
る
と

脇　
　
　
　
　
　
知
覚
理
論
に
お
け
る
機
醜
主
義
の
展
附
と
知
覚
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕊
七
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山　

　
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
。

　
　
　
こ
の
こ
と
は
、
現
代
心
理
学
に
お
い
て
、
感
覚
と
知
覚
と
を
篤
実
約
に
区
界
す
る
こ
と
の
意
味
が
さ
し
て
重
要
で
は
な
い
こ
と
を
物
語

　
　
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
苧
阪
（
H
㊤
認
）
の
述
べ
る
如
く
、
感
覚
は
知
覚
成
立
の
基
本
条
件
で
あ
っ
て
、
外
界
の
事
物
が
は
じ
め
て

　
　
物
性
（
知
覚
物
、
行
動
物
と
し
て
の
性
格
）
を
獲
得
す
る
段
階
、
鋼
の
言
葉
で
い
え
ば
、
サ
イ
ン
な
い
し
シ
ン
ボ
ル
を
具
有
す
る
段
階
の

　
　
直
前
ま
で
の
生
活
体
の
環
境
認
知
の
過
程
を
指
す
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
認
知
過
程
を
知
覚
と
感
覚
に
両

　
　
分
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
爾
者
は
一
体
を
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
過
程
を
す
べ
て
知
覚
と
雷
っ
て
も
差
支
え
は
な
い
で

　
　
あ
ろ
う
。

　
　
も
ち
ろ
ん
、
研
究
活
動
に
お
い
て
操
作
し
う
る
感
覚
と
い
う
概
念
は
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
あ
え
て
妥
当
に
感
覚
と
知
覚
の
区
別
を
求

　
　
め
る
な
ら
、
や
は
り
苧
阪
（
6
0
込
っ
）
の
指
…
示
す
る
如
く
、
視
的
世
界
に
お
け
る
対
象
の
意
味
過
程
と
か
、
象
徴
過
程
の
参
与
以
前
お
よ
び

　
以
後
と
考
え
る
こ
と
は
不
嶺
で
は
な
い
。

　
　
し
か
し
、
感
覚
と
い
う
概
念
は
、
行
動
主
義
心
理
学
か
ら
、
そ
の
意
識
主
義
曲
傾
向
の
故
に
敬
遠
さ
れ
、
　
一
方
、
ゲ
シ
タ
ル
ト
心
理
学

　
か
ら
は
、
要
素
主
義
的
で
あ
る
故
に
絶
縁
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
憐
は
、
感
覚
論
の
史
的
考
察
に
お
い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
（
H
Φ
α
O
）
、
苧
阪

　
　
（
H
ゆ
頓
込
り
℃
　
弓
脅
　
①
①
一
c
O
O
）
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
意
識
主
義
の
廃
棄
線
上
に
お
け
る
感
覚
概
念
の
没
落
は
、
す
な
わ
ち
、
知
覚
概
念
へ
の
主
題
の
移
動
を
意
味
し
、
そ
の
変
遷
は
、
心
理

　
学
史
に
お
け
る
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。
最
近
、
出
駕
（
四
Φ
①
㎝
）
は
感
覚
の
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
、
若
干
の
実
験
例
を

　
あ
げ
て
、
感
覚
と
知
覚
を
輿
瞭
に
区
劉
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
か
れ
は
又
、
　
一
九
二
七
年
の
本
邦
に
お
け
る
代

　
表
的
学
者
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
感
覚
の
概
念
に
就
い
て
」
を
略
述
し
、
当
時
に
お
い
て
も
、
要
素
と
し
て
の
感
覚
概
念
を
否
定
す
る

　
　
∵
万
、
種
々
の
立
場
や
考
え
方
に
よ
っ
て
感
覚
と
い
う
概
念
を
残
そ
う
と
し
て
い
る
点
を
特
徴
と
し
て
上
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
秋

　
田
は
矢
田
部
（
む
嫡
O
）
の
影
響
を
あ
げ
、
行
動
主
義
的
、
操
作
主
義
的
立
場
の
重
要
性
を
主
張
し
、
類
罰
的
に
受
容
さ
れ
た
感
覚
刺
激
は
、
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す
べ
て
直
ち
に
行
動
と
関
係
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
種
々
の
機
序
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
も
の
が
行
動
解
発
に
関
係
し
て
く
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
次
の
如
く
結
ん
で
い
る
。
　
「
心
理
学
に
お
け
る
感
覚
の
研
究
の
最
終
の
霞
的
は
、
わ
れ
わ
れ
生
物
体
の

環
境
へ
の
適
応
行
動
の
】
部
と
し
て
、
感
覚
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
感
覚
を
末
梢
駒
、
知
覚
を
中
枢
的
と
二
分
す
る
考
え
は
、

と
ら
ざ
る
所
で
あ
る
。
と
も
に
環
境
に
対
す
る
反
応
行
動
と
い
う
見
地
か
ら
岡
一
の
過
程
で
あ
り
、
と
も
に
操
作
的
に
は
同
一
の
分
野
と

し
て
扱
い
う
る
と
い
う
点
か
ら
、
区
胴
は
意
味
を
も
た
な
い
…
…
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
　
　
　
矢
撮
部
達
郎
教
授
の
代
表
的
選
択
説

　
以
上
の
よ
う
に
知
覚
の
意
味
は
、
現
在
で
は
、
か
な
り
明
瞭
に
規
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
な
お
、
そ
れ
は
感
覚
に
比
し
て

比
較
的
高
次
の
情
報
機
関
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
矢
田
部
教
授
の
心
理
学
序
説
（
ド
リ
α
O
）
に
お
け
る
次
の
如
き
一
般
的
叙
述
は
、
知
覚
の
特
質
を
基
本
的
に
表
現
し
た
も
の
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
は
代
表
酌
選
択
説
と
で
も
名
づ
け
ら
れ
よ
う
。
詳
緬
は
心
理
学
序
説
に
戻
る
他
な
い
が
、
以
下
に
そ
の
要
点
を
記
し
た

い
。　

「
有
機
体
が
そ
の
内
外
の
環
境
か
ら
状
況
報
告
を
獲
得
す
る
機
能
を
感
受
性
と
名
づ
け
る
が
、
知
覚
は
感
受
性
の
稽
々
発
達
せ
る
段
階

に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
…
…
知
覚
は
、
ジ
ャ
ネ
…
も
言
う
よ
う
に
感
受
に
続
い
て
起
る
動
作
を
一
旦
保
留
す
る
と
こ
ろ
に
生
ず

る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
認
識
機
能
が
比
較
的
独
立
に
捕
捉
さ
れ
る
」
。

　
「
知
覚
は
環
境
の
状
況
に
関
す
る
情
報
機
関
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
凡
ゆ
る
デ
テ
ィ
ル
を
報
告
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
う

ち
代
表
的
な
特
徴
を
選
択
し
て
報
告
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
は
本
質
的
な
も
の
の
抽
出
と
、
不
必
要
な
も
の
の
抑
圧
と
が
行
わ

れ
る
。

　
通
例
、
知
覚
は
外
界
の
模
写
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
知
覚
が
成
立
す
る
た
め
に
は
種
族
発
生
的
に
構
成
さ
れ
た
感
覚
器

　
　
　
　
知
覚
理
論
に
お
け
る
機
能
主
義
の
展
開
と
知
覚
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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官
を
必
要
と
し
、
又
、
個
体
の
生
活
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
種
々
な
る
精
神
的
機
溝
を
必
要
と
す
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
機
構
の
存
在
が

　
　
既
に
選
択
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
が
単
な
る
模
写
で
な
い
こ
と
は
墾
か
で
あ
る
と
需
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
知
覚

　
　
は
写
真
機
の
よ
う
な
単
な
る
受
容
機
関
で
は
な
く
、
有
機
体
の
活
動
を
予
想
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
今
か
か
る
感
覚
器
官
と

　
　
精
神
機
構
と
を
引
き
く
る
め
て
知
覚
体
制
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
知
覚
は
知
覚
体
舗
　
に
よ
っ
て
内
外
の
刺
激
中
か
ら
、
そ
の
と
き
の
状
況
に
対

　
　
し
て
代
表
的
な
も
の
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
然
る
に
一
方
、
知
覚
は
単
な
る
事
物
や
事
件
の
代
表

　
　
た
る
に
止
ま
ら
な
い
。
事
物
は
そ
の
背
景
の
上
に
現
わ
れ
、
事
件
は
そ
の
と
き
の
一
般
的
状
況
中
に
定
位
さ
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
事
物
も

　
　
常
に
我
々
の
動
作
に
対
す
る
遡
関
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
」
。

　
　
　
実
に
一
九
五
〇
年
・
（
昭
和
二
五
年
）
に
お
け
る
こ
の
一
般
的
定
義
の
中
に
、
最
も
現
代
的
な
傾
’
阿
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

　
　
し
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
知
覚
の
一
般
的
総
体
的
な
枠
を
示
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
更
に
細
部
に
わ
た
る
法
則
定
立
下
下

　
　
足
は
こ
れ
を
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
現
代
知
覚
心
理
学
の
概
括
的
方
向
に
つ
い
て
眼
を
向
け
て
お
く
こ
と
に
し
た

　
　
い
。

　
　
　
　
（
1
）
　
矢
畷
部
教
授
は
代
署
的
選
択
説
と
い
う
言
葉
は
驚
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
譜
は
筆
者
が
暫
定
的
に
記
し
た
も
の
で
、
改
訂
せ
ら
れ
る
べ
き

　
　
　
　
　
も
の
で
あ
ろ
う
。現

代
知
覚
心
理
学
の
立
揚
と
主
題

　
現
在
の
知
覚
心
理
学
は
、
柿
崎
の
雷
う
ご
と
く
、
依
然
と
し
て
、
．
評
署
ぎ
ざ
α
q
陣
＄
。
格
℃
興
8
℃
酔
δ
⇔
、
．
と
需
わ
ざ
る
を
得
な
い
様
態
を

維
持
し
て
い
る
が
、
大
ま
か
に
分
類
す
れ
ば
、
次
の
五
つ
の
行
き
方
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

　
ω
　
知
蛍
四
世
界
〃
の
現
象
論
的
記
述

　
こ
れ
は
、
コ
フ
カ
（
H
⑩
ω
α
）
や
、
ギ
ブ
ソ
ン
（
同
Φ
窃
O
）
な
ど
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
大
き
さ
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
距
離
」
、
「
方
位
づ
け
と
位
置
づ
け
」
お
よ
び
「
視
空
聞
の
幾
何
学
」
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。

　
　
　
②
　
場
の
体
欄

　
　
　
こ
こ
に
は
、
ゲ
シ
タ
ル
ト
過
程
、
形
の
問
題
、
ベ
ク
ト
ル
場
、
残
効
の
問
題
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
二
つ
は
、
知
覚
の
現
象
的
な
面
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
覚
は
、
さ
ら
に
有
機
体
が
環
境
に
働
き

　
　
か
け
て
適
簿
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
弁
別
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
、
次
の
立
場
が
生
ま
れ
る
。

　
　
　
㈲
　
知
覚
の
機
能
的
な
い
し
行
動
的
側
面

　
　
　
こ
れ
は
ゲ
シ
タ
ル
ト
心
理
学
的
な
行
き
方
に
対
す
る
反
動
と
し
て
、
近
年
、
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
に
盛
ん

　
　
で
あ
っ
た
〃
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
”
な
い
し
、
　
“
社
会
的
”
知
覚
、
さ
ら
に
知
覚
を
行
動
主
義
約
に
弁
別
的
、
認
知
的
反
応
と
し
て
み
る
見
方

　
　
も
、
こ
れ
に
含
め
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
㈲
　
感
覚
的
過
程
の
研
究

　
　
　
こ
れ
は
、
知
覚
過
程
や
そ
の
機
構
の
測
定
法
が
問
題
と
さ
れ
、
精
神
物
理
的
方
法
論
の
改
良
の
問
題
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
㈲
　
情
報
論
的
研
究
方
向
の
設
定

　
　
　
こ
れ
は
最
近
の
顕
著
な
行
き
方
と
思
わ
れ
る
。
何
か
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
的
な
行
き
方
に
も
思
わ
れ
る
が
、
主
体
の
通

　
　
信
容
量
を
、
湾
報
処
理
能
力
の
限
界
と
い
う
形
で
探
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
な
ど
、
文
字
通
り
認
知
的
行
き
方
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ

　
　
》
つ
。

　
　
　
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
主
題
か
ら
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
醐
様
に
、
方
法
論
的
立
場
か
ら
の
分
類
も
可
能
で

　
　
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
本
稿
で
関
係
し
て
く
る
の
は
上
に
述
べ
た
第
　
瓢
の
立
場
が
主
た
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
一
九
六

　
　
八
年
現
在
の
方
向
は
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
分
野
が
ま
す
ま
す
深
め
ら
れ
多
面
化
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

　
　
本
稿
で
は
一
応
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
に
か
け
て
の
動
向
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

夢2　
　
　
　
　
　
知
覚
理
論
に
お
け
る
機
能
霊
義
の
展
開
と
知
覚
の
聞
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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四
ご

　
さ
て
、
機
能
主
義
的
知
覚
説
の
発
展
を
み
る
荊
に
そ
の
主
た
る
対
象
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
る
現
象
、
す
な
わ
ち
恒
常
現
象
に
つ
い
て
、

そ
の
機
能
的
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
（
工
）
　
な
お
「
灘
激
扁
の
、
心
理
学
に
お
け
る
概
念
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
点
の
す
ぐ
れ
た
議
論
と
し
て
は
ギ
ブ

　
　
　
ソ
ン
（
お
①
O
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
米
圏
東
都
心
理
学
会
会
長
講
演
と
し
て
、
一
九
六
〇
年
闘
月
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
提
出
さ
れ
た
。

知
覚
に
お
け
る
恒
常
性
の
意
義

　
憧
常
現
象
は
、
知
覚
に
お
け
る
燈
常
仮
定
の
要
素
観
に
対
す
る
誤
謬
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
知
覚
の
一
般
的
特
性
を
示
す
明
白
な

例
証
で
あ
る
。
素
朴
に
考
え
る
立
場
で
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
知
覚
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
界
は
外
界
の
模
写
で
あ
る
と

考
え
る
。
恒
常
現
象
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
外
界
の
対
象
に
よ
っ
て
感
覚
器
官
に
与
え
ら
れ
る
刺
激
の
性
質
が
変
化
す
る
場
合
に
も
、
人

は
対
象
そ
の
も
の
の
客
観
的
性
質
を
比
較
約
恒
常
に
認
知
し
て
い
る
と
い
う
心
理
学
的
事
実
に
付
与
さ
れ
た
名
称
で
あ
る
。

　
な
お
、
今
ま
で
の
所
で
、
筆
者
は
、
恒
常
現
象
と
い
・
2
冨
葉
を
用
い
、
恒
常
性
と
い
う
表
現
と
共
に
用
い
て
き
た
が
、
現
在
で
は
、
憧

常
現
象
と
い
う
よ
り
は
、
恒
常
又
は
恒
常
性
（
O
O
謬
ω
け
節
邸
O
罵
）
と
い
う
使
い
方
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
、
恒
常

性
と
い
う
言
い
方
を
採
り
た
い
。

　
例
え
ば
、
月
夜
の
雪
は
白
く
み
え
る
が
、
白
昼
に
そ
の
月
光
と
同
じ
光
束
を
反
射
す
る
も
の
と
比
べ
れ
ば
、
後
者
で
は
、
い
か
な
る
黒

い
も
の
よ
り
も
黒
く
見
え
る
。
こ
れ
は
明
る
さ
の
恒
常
と
言
わ
れ
る
。
又
あ
る
距
離
に
い
る
人
と
、
そ
の
2
倍
の
距
離
に
い
る
人
の
大
き

さ
は
、
網
膜
像
の
大
き
さ
か
ら
言
え
ば
、
％
（
齎
積
的
に
い
え
ば
％
）
に
な
っ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ぼ
と
ん
ど
同
じ
位
の
大
き

さ
を
も
つ
人
問
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
印
象
は
、
特
殊
の
状
況
に
お
か
れ
な
い
限
り
恒
常
に
保
た
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
あ
る
も
の
の
印
象
が
生
理
的
刺
激
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
体
同
じ
に
感
受
さ
れ
る
こ
と
を
憔
常
性
と
い
う
。

　
こ
の
現
象
を
理
解
す
る
た
め
に
従
来
多
く
の
説
が
た
て
ら
れ
、
実
験
約
に
検
証
さ
れ
て
き
た
。
矢
照
部
は
「
心
理
学
初
歩
偏
　
（
6
α
ど
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6
窃
①
）
に
お
い
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
　
「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
理
・
田
を
充
分
説
明
し
尽
す
こ
と
は

む
ず
か
し
い
が
、
大
体
の
結
論
を
先
に
い
う
と
、
知
覚
は
も
っ
と
具
体
的
な
行
動
世
界
の
記
号
的
代
表
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら

理
解
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
…
…
す
な
わ
ち
、
視
野
が
代
表
す
る
空
晶
は
網
膜
像
が
示
す
よ
う
な
　
枚
の
膜
で
は
な
く
、
そ
れ
に

働
き
か
け
れ
ば
、
そ
の
膜
を
通
し
て
背
後
に
入
っ
て
い
け
る
よ
う
な
具
体
的
空
閥
な
の
で
あ
る
。
…
…
」
。
と
こ
ろ
で
諸
知
覚
に
お
い
て
、

実
際
に
は
物
が
厳
密
に
恒
常
に
知
覚
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
あ
る
程
度
慎
常
の
傾
向
を
示
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
知
覚
機
能

が
変
化
す
る
刺
激
よ
り
も
む
し
ろ
対
象
の
真
実
の
姿
に
近
い
も
の
を
反
映
す
る
事
実
を
、
英
国
の
ザ
ウ
レ
ス
（
］
り
ぴ
○
四
望
Φ
ω
Q
α
　
日
Φ
ω
ド
）
は
、
真

の
対
象
へ
の
圓
帰
（
悔
犀
。
嵩
。
難
①
部
鎗
捲
α
q
諾
。
。
ω
δ
黙
8
盛
①
H
①
巴
○
蕊
Φ
9
）
と
呼
び
、
岡
じ
頃
ウ
ィ
…
ン
に
い
た
ブ
ル
ソ
ス
ビ
ッ
ク
（
H
Φ
Q
。
恥
）

は
中
間
対
象
（
N
鼠
ω
簿
①
お
Φ
σ
q
Φ
霧
霞
鼠
）
と
呼
ん
だ
。

　
一
般
に
、
日
常
の
空
間
条
件
下
で
は
、
恒
常
は
高
く
現
わ
れ
る
が
、
薄
象
以
外
の
刺
激
が
ま
っ
た
く
欠
如
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
完
全

に
等
質
で
あ
る
条
件
（
還
元
的
条
件
）
で
は
、
ほ
と
ん
ど
現
わ
れ
な
く
な
る
と
い
う
の
が
、
　
般
心
理
学
の
常
識
で
あ
っ
た
し
、
今
も
、

そ
の
一
般
傾
向
は
あ
る
程
度
ま
で
支
持
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
な
特
性
に
具
体
酌
に
と
り
く
ん
だ
ト
ラ
ソ
ズ
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
は
、
恒
常
性
は
ど
の
よ

う
な
行
動
的
意
義
を
も
つ
と
説
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
以
下
イ
ッ
テ
ル
ソ
ン
（
H
紳
轡
①
一
の
O
口
　
　
H
O
α
H
）
に
よ
っ
て
要
約
的
に
述
べ
る
。

ト
ラ
ン
ズ
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
立
揚
か
ら
み
た
知
覚
の
恒
常
性

　
わ
れ
わ
れ
は
、
感
覚
器
欝
に
お
い
て
、
常
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
衝
撃
を
経
験
し
て
い
る
に
拘
わ
ら
ず
、
愛
馬
的
に
安
定
し
た
も
の
と
し

て
知
覚
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
な
世
界
の
中
に
生
き
、
か
つ
そ
の
申
で
活
動
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
簡
潔
な
概
念
的
説
明
体
系
を
発
展
せ

し
め
る
こ
と
に
興
味
を
持
つ
人
々
に
と
っ
て
一
つ
の
問
題
に
な
る
。

　
知
覚
の
恒
常
性
と
い
う
事
実
は
、
澱
も
簡
単
な
行
為
か
ら
、
最
も
複
雑
な
行
為
に
至
る
ま
で
、
例
え
ば
街
路
を
横
切
る
こ
と
か
ら
、
穏

　
　
　
　
知
覚
理
論
に
お
け
る
機
能
主
義
の
展
開
と
知
覚
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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50
2
　
健
な
社
会
階
級
を
渇
望
す
る
と
い
う
こ
と
ま
で
、
効
果
酌
行
動
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
あ
る
程
度
の
痕
常
が
な
い
な
ら

　
　
ば
、
単
に
生
き
の
こ
る
こ
と
も
不
可
能
と
な
ろ
う
。

　
　
　
心
理
学
の
文
献
に
普
通
用
い
ら
れ
て
い
る
無
常
性
と
い
う
こ
と
は
、
異
な
っ
た
近
位
刺
激
を
生
じ
る
二
つ
な
い
し
そ
れ
以
上
の
紺
象
の

　
　
現
象
的
（
毘
え
の
）
性
質
（
例
え
ば
大
き
さ
、
形
、
も
し
く
は
色
）
と
、
そ
の
対
象
の
実
際
の
性
質
と
の
間
の
類
似
性
の
こ
と
を
書
っ
て

　
　
い
る
の
で
あ
る
。
対
象
は
同
時
に
見
ら
れ
る
必
要
は
な
い
し
、
実
際
、
対
象
は
異
な
っ
た
時
に
見
ら
れ
る
同
じ
対
象
で
あ
っ
て
も
よ
い
。

　
　
観
察
者
と
環
境
と
の
聞
の
常
に
変
化
し
て
い
る
関
係
の
面
に
お
け
る
連
続
性
と
、
知
覚
さ
れ
た
世
界
の
安
定
性
と
を
保
た
ん
と
す
る
行
動

　
　
は
、
こ
れ
を
「
恒
常
性
」
と
名
づ
け
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
知
覚
の
恒
常
性
は
、
知
覚
表
象
に
関
係
す
る
特
性
を
、
対
象
の
特
性
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
験
的
に
研
究
さ
れ
る
も
の
と
み
ら

　
　
れ
て
い
る
（
ボ
ー
リ
ン
グ
お
合
、
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ス
6
ω
G
。
、
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ス
と
シ
憤
ス
パ
ー
グ
む
総
）
。
も
し
、
刺
激
が
変
化
す
る
時
、

　
　
知
覚
が
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
血
ま
る
な
ら
ば
、
そ
の
階
に
は
明
ら
か
に
刺
激
と
知
覚
と
の
閥
に
は
一
定
の
関
係
が
な
い
。

　
　
　
ゲ
シ
タ
ル
ト
説
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
本
来
、
刺
激
対
知
覚
の
関
係
に
関
連
し
て
閥
題
が
正
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
あ
る
意
味
で
は
、

　
　
単
に
榎
常
仮
説
の
か
わ
り
に
、
　
一
つ
の
コ
ン
ス
タ
ン
ト
な
幾
何
学
的
ひ
ず
み
を
仮
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
。
プ
レ
グ
ナ
ソ

　
　
ツ
の
法
益
の
如
き
が
そ
の
苦
心
の
作
と
み
ら
れ
る
が
、
　
ニ
カ
、
か
か
る
幾
何
学
的
覆
常
は
、
知
覚
に
お
け
る
主
体
的
決
定
因
子
の
役
割
に

　
　
関
す
る
最
近
の
研
究
に
よ
っ
て
激
し
い
攻
撃
を
受
け
る
に
至
っ
て
い
る
（
佛
え
ば
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
と
ク
レ
ッ
チ
H
⑩
α
○
）
。

　
　
　
機
能
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
心
理
学
者
達
は
、
行
動
主
義
か
ら
の
手
が
か
り
を
採
用
し
、
興
味
の
焦
点
を
知
覚
の
恒
常
性
か
ら
、
対
象

　
　
も
し
く
は
物
の
慨
常
へ
移
し
て
い
る
。

　
　
　
対
象
と
知
覚
表
象
と
を
地
叙
す
る
こ
と
に
よ
る
慷
常
の
研
究
は
、
方
法
論
的
批
判
を
免
が
れ
な
か
っ
た
。
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
慣
常

　
　
指
数
な
る
も
の
は
、
1
よ
り
も
大
き
い
指
数
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
現
嘱
し
て
い
る
（
ブ
ル
ン
ス
ビ
ッ
ク
H
Φ
窃
①
、
ザ
ウ
レ
ス
目
り
○
◎
H
）
。

　
　
す
な
わ
ち
、
超
恒
常
（
O
〈
Φ
酎
鵬
O
O
嵩
融
酔
決
着
O
団
）
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
麗
ら
か
に
低
恒
常
（
鴛
¢
焦
①
撃
8
霧
雲
⇒
畠
）
と
同
様
、
　
一
つ
の



「
エ
ラ
ー
」
と
し
て
見
敬
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
は
ブ
ル
ン
ス
ビ
ッ
ク
は
、
相
関
を
以
て
代
用
す
る
こ
と
を
打
ち
出

し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
人
が
そ
の
環
境
と
機
能
的
関
係
（
臨
§
。
甑
§
巴
登
霞
○
洋
）
に
あ
る
範
囲
を
、
よ
り
有
意
義
に
測
定
す
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
（
1
）

得
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
憧
常
性
は
、
真
正
の
遠
位
関
係
（
〈
窪
川
8
一
山
坤
。
。
琶
邑
蝕
。
湧
賦
℃
。
。
）
が
確
立
さ
れ
る
限
り
、
機
能
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
関

係
が
活
動
し
つ
つ
あ
る
あ
る
生
活
体
の
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
成
就
さ
れ
る

手
段
が
、
そ
の
関
係
そ
れ
霞
身
と
同
様
に
、
問
題
の
一
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
潜
思
性
の
機
綱
と
恒
常
性
の

達
成
と
は
、
分
離
し
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
知
覚
の
憧
常
性
の
完
全
な
る
学
説
は
、
そ
の
様
網
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
説
明
は
、
必
ず
し
も
、
イ
ッ
テ
ル
ソ
ソ
の
所
説
を
十
分
述
べ
得
て
い
な
い
が
、
な
お
、
憤
常
性
を
も
含
め
て
、
知
覚
活
動
に
つ

い
て
の
諸
問
題
は
、
大
羽
（
6
①
①
）
に
お
い
て
独
立
的
に
叙
述
し
て
い
る
か
ら
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
（
1
）
　
ブ
ル
ン
ス
ビ
ッ
ク
の
機
能
的
立
場
は
、
拙
著
（
H
り
①
画
）
を
み
よ
。

認
知
論
的
立
場
か
ら
み
た
知
覚
研
究
の
動
向

　
　
　
さ
て
、
近
年
、
知
覚
に
対
す
る
解
讐
を
「
学
習
」
に
求
め
よ
う
と
す
る
立
場
が
顕
著
で
あ
る
。
　
ソ
ー
レ
イ
と
マ
ー
フ
ィ
i
（
ω
o
濠
団

　
　
§
匙
ζ
霞
℃
耳
お
8
）
は
、
そ
の
代
表
と
い
え
よ
う
。
又
最
近
で
は
、
知
覚
を
「
警
報
心
魂
過
程
（
坤
五
霞
ヨ
p
紳
δ
亭
①
纂
鑓
。
叶
圃
§
鷲
○
。
＄
ω
と

　
　
と
し
て
み
る
立
場
を
と
る
フ
ォ
…
ガ
ス
（
男
O
H
σ
q
蕊
お
①
①
）
の
ご
と
き
は
、
ヘ
ッ
ブ
の
い
う
知
覚
の
発
達
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
ギ
ブ
ソ
ン

　
　
流
の
知
覚
の
精
神
物
理
学
を
融
合
さ
せ
る
よ
う
な
試
み
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
総
括
し
て
言
え
ば
、
学
習
な
い
し
発
達
の
中
に
、

　
　
知
覚
を
求
め
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
両
者
は
、
共
に
o
O
σ
q
凱
識
く
Φ
と
い
う
点
で
共
通
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
、
若
千
さ
か
の
ぼ
る
が
、
機
能
的
（
広
義
の
）
立
場
で
あ
る
ヒ
ル
ガ
ー
ド
　
（
鵠
油
蒔
錠
伽
）
　
の
霞
的
的
知
覚
説
、
お
よ
び
、
ブ
ル
；

　
　
ナ
！
（
b
ご
歪
づ
興
）
の
仮
説
設
定
説
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ス
（
毒
O
o
価
≦
o
同
量
）
の
知
覚
強
化
説
と
共
に
考
察
し
て
お
く
必

510
乙　

　
　
　
　
　
知
覚
理
論
に
お
け
る
機
能
主
義
の
展
胴
と
知
覚
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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要
が
あ
ろ
う
。
以
下
、
順
を
遽
っ
て
展
望
す
る
。

四
六

ウ
ッ
ド
ワ
ー
ス
の
強
化
説

　
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ス
（
H
Φ
ミ
）
は
、
人
が
知
覚
を
行
な
う
場
合
、
明
瞭
に
事
物
を
知
覚
す
る
と
い
う
基
本
的
動
機
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ

と
を
確
信
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
英
文
は
如
実
に
そ
れ
を
表
現
し
て
い
る
。

　
．
．
6
0
ω
Φ
ρ
8
9
鍵
1
8
ω
8
0
竃
鷲
回
ど
8
訂
錠
匹
蜂
ぎ
簿
蔓
－
辟
○
ヨ
鋤
冨
。
暴
≦
冨
紳
搾
δ
○
器
δ
ω
Φ
①
ぼ
鮫
g
訂
霞
ぎ
σ
q
一

日
0
8
①
葺
ξ
ヨ
。
欝
①
鼻
磐
9
8
旨
捲
け
ρ
沖
旨
讐
①
象
舞
①
ヨ
○
瓢
く
①
ω
篇
○
ヨ
ぽ
簿
①
象
①
属
①
o
｛
周
①
露
δ
⇔
鼠
壁
夢
①
白
々
同
8
露
①
無
、
、

（
這
ミ
”
や
羅
ω
）
●

　
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ス
は
、
さ
ら
に
、
探
索
な
い
し
探
求
の
掻
標
と
し
て
劉
来
す
る
明
瞭
さ
（
。
醇
ξ
）
は
、
い
か
に
満
足
に
み
ち
び
く
も
の

で
あ
る
か
、
す
な
わ
ち
、
学
習
の
原
理
の
用
語
で
い
え
ば
、
強
化
的
（
器
圃
誌
○
需
ぎ
鮫
）
な
も
の
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
そ

こ
で
は
、
対
象
が
知
覚
さ
れ
て
欲
求
が
満
足
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
更
に
、
強
化
が
伴
う
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
次
に
述
べ
る
ヒ
ル
ガ
ー
ド
の
説
の
う
ち
、
そ
の
第
二
の
、
知
覚
の
輿
標
と
し
て
の
知
覚
の
決
定
性
（
恥
㊦
義
甲
＄
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

⇔
霧
ω
）
と
い
う
考
え
方
に
一
致
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
（
1
）
　
な
お
、
ウ
ッ
ド
ワ
…
ス
の
論
匿
、
お
よ
び
ヒ
ル
ガ
…
ド
の
所
説
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
シ
ェ
…
ラ
i
（
ω
o
ぴ
Φ
Φ
轡
三
日
り
窃
蒔
）
の
中
、
「
能
動
と
認

　
　
　
知
」
の
章
（
池
内
訳
℃
や
q
G
。
ム
似
）
を
参
照
せ
よ
。

ア
ー
ネ
ス
ト
・
R
・
ヒ
ル
ガ
ー
ド
の
目
標
説
（
目
的
説
）

　
ヒ
ル
ガ
ー
ド
（
H
④
α
擁
）
は
、
知
覚
に
お
け
る
学
閣
の
役
割
を
強
調
し
、
学
習
と
知
覚
と
の
闘
の
摺
互
関
係
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と

を
説
い
た
。
こ
の
新
し
い
現
代
的
な
問
題
は
、
一
体
ど
こ
ま
で
学
習
は
単
な
る
再
体
制
化
さ
れ
た
知
覚
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



253

筆
者
は
、
す
で
に
述
べ
た
最
近
の
認
知
的
過
程
の
研
究
を
目
指
す
知
覚
論
（
例
え
ば
ソ
ー
レ
イ
と
マ
ー
フ
ィ
ー
H
⑩
①
O
、
フ
ォ
ー
ガ
ス
同
り
①
①
）

が
、
多
少
と
も
、
ヒ
ル
ガ
ー
ド
に
負
っ
て
い
る
こ
と
を
撫
幽
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の
ヒ
ル
ガ
：
ド
の
説
は
重
要

で
あ
ろ
う
。

　
ヒ
ル
ガ
ー
ド
は
、
生
得
説
と
経
験
説
の
古
い
テ
ー
マ
を
再
度
考
察
し
、
生
得
要
因
の
重
要
性
を
認
め
る
が
、
さ
ら
に
経
験
的
要
因
の
関

与
が
大
き
い
こ
と
を
例
証
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
形
の
知
覚
に
つ
い
て
も
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
い
か
な
る
長
方
形
的
図
形
で
も
、
一
つ
の
角

度
で
み
ら
れ
る
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
は
網
膜
像
に
応
ず
る
の
で
な
く
、
壁
に
投
映
さ
れ
た
図
に
対
応
す
る
よ
う
に
み
え
る
と
い

う
こ
と
を
学
習
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
学
習
を
通
し
て
生
起
す
る
知
覚
の
達
成
（
鋤
昌
p
o
ぼ
①
〈
Φ
B
①
心
骨
℃
興
8
℃
江
。
ロ
）
で
あ

り
、
そ
れ
は
学
習
を
通
し
て
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
ら
の
効
果
は
、
学
習
を
通
し
て
生
じ
る
、
と
い
う
解
釈
を
受
け
入
れ
な

い
人
々
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
近
年
、
数
多
く
行
な
わ
れ
た
ト
ラ
ソ
ズ
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
立
揚
の
心
理
学
者
に
よ
る
知

覚
実
験
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
学
習
に
よ
る
解
釈
を
支
持
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
知
覚
の
華
壇
（
α
q
O
巴
ω
○
馬
も
興
8
讐
ご
⇔
）
1
知
覚
は
受
動
的
な
登
録
（
繕
σ
9
碧
雲
銘
。
鐸
）
の
過
程
で
は
な
く
、
生
活
体
と
環
境
と
の
問

の
能
動
的
な
交
互
作
用
の
過
程
で
あ
る
。
知
覚
は
、
達
成
な
い
し
成
就
行
動
（
鋤
⇒
騨
。
鐵
①
〈
の
臼
⑦
9
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
の
成
就
行
動
の

場
合
と
同
様
、
生
活
体
が
為
そ
う
と
試
み
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
規
整
さ
れ
、
方
向
を
与
え
ら
れ
る
。
ヒ
ル
ガ
ー
ド
（
ド
㊤
蟄
）
は
、
特
に

知
覚
の
替
刃
の
二
つ
に
注
意
を
向
け
、
こ
れ
ら
の
．
滋
ー
ル
が
、
い
か
に
し
て
決
定
さ
れ
る
か
、
そ
し
て
知
覚
的
ジ
レ
ン
マ
が
、
こ
れ
ら
の

ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
い
か
に
解
決
さ
れ
る
か
を
考
察
し
て
い
る
。

　
第
一
は
、
環
境
的
安
定
性
の
成
就
（
⇔
o
ぼ
①
〈
①
ヨ
Φ
馨
。
｛
Φ
質
く
岸
○
⇔
ヨ
①
纂
巴
ω
鐙
ぴ
臼
藁
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
活
体
は
、
内
的
に
安

定
し
た
環
境
を
求
め
る
方
向
と
何
か
平
行
し
た
仕
方
で
、
一
つ
の
知
覚
的
に
安
定
し
た
環
境
を
求
め
る
。
そ
こ
に
は
、
生
理
的
ホ
メ
オ
ス

タ
シ
ス
と
パ
ラ
レ
ル
な
一
種
の
環
境
的
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
が
あ
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
安
定
性
は
、
力
動
的
平
衡
（
ξ
爵
邑
。
Φ
ゆ
蝕
甲

酵
貯
露
）
の
安
定
性
で
あ
っ
て
、
静
的
な
（
ω
錺
臨
。
）
平
衡
の
安
定
性
で
は
な
い
。
…
…
生
活
体
は
、
睡
眠
と
覚
醒
の
聞
で
生
理
的
な
差
異

　
　
　
　
知
覚
理
論
に
お
け
る
機
能
主
義
の
展
照
…
と
知
覚
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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2
　
を
寛
容
に
認
め
る
如
く
、
夜
と
昼
の
問
に
知
覚
の
差
が
あ
る
こ
と
を
寛
容
に
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
生
活
体
は
、
あ
蒙
り
に
急
速
に
歪

　
　
む
環
境
を
好
ま
な
い
。

　
　
　
正
常
な
知
覚
で
は
、
安
定
性
と
い
う
ゴ
；
ル
は
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
的
成
就
の
多
く
の
も
の
を
説
明
す
る
。
例
え
ば
、
も
し
、
こ
の
達
成

　
　
さ
れ
た
安
定
性
が
な
け
れ
ば
、
視
的
世
界
は
、
自
分
の
頭
を
横
に
動
か
す
に
つ
れ
て
動
揺
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
安
定
性
が
一
つ

　
　
の
成
就
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
転
レ
ン
ズ
を
通
し
て
世
界
を
見
る
場
合
に
生
じ
る
現
象
を
見
れ
ば
、
容
易
に
例
示
さ
れ
る
。
す
な
わ

　
　
ち
、
逆
転
レ
ン
ズ
を
通
し
て
み
る
場
合
の
如
く
視
的
世
界
が
み
な
れ
な
い
よ
う
な
場
合
、
視
線
が
碇
泊
点
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
頭
を

　
　
動
か
す
場
舎
、
世
界
は
視
線
の
動
き
と
反
対
の
方
向
に
走
る
。

　
　
　
次
に
、
世
界
に
つ
い
て
の
こ
の
安
定
性
は
、
二
つ
の
側
面
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
一
つ
は
、
対
象
の
安
定
性
、
一
つ
は
こ
れ
ら
の
紺

　
　
象
が
位
置
を
占
め
る
世
界
の
安
定
性
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
対
象
の
燈
常
性
を
持
つ
。
わ
れ
わ
れ
の
ゴ
ー
ル
は
、
鰐

　
　
象
と
環
境
の
両
方
を
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
関
係
の
枠
組
と
、
対
象
と
、
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る

　
　
場
合
に
は
、
対
象
を
犠
牲
に
し
て
枠
組
の
方
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
歪
ん
だ
部
屋
に
お
け
る
対
象
の
歪
み
の
生
ず
る
根

　
　
拠
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
顔
の
大
き
さ
を
歎
じ
に
と
ど
め
る
よ
り
も
、
部
屋
の
形
を
保
持
す
る
方
が
、
よ
り
8
ヨ
h
O
旨
鋤
ぼ
。
で
あ
り
、
し

　
　
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
よ
り
強
固
な
目
標
反
応
（
α
q
o
巴
捲
8
甑
。
嵩
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
部
屋
は
そ
の
ま
ま
正
常
に
見
ら
れ
、
　
一
方
、
窓
に

　
　
見
え
る
顔
は
拡
大
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
縮
小
さ
れ
て
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
二
の
決
定
性
（
鎚
Φ
笥
巴
8
零
ω
ω
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
、
第
一
の
安
定
性
と
共
通
の
も
の
を
多
く
も
つ
が
同
じ
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

　
　
沢
山
の
線
だ
け
が
あ
る
と
し
て
見
ら
れ
る
場
合
に
、
安
定
性
は
、
よ
り
ょ
く
達
成
さ
れ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
た
と
え
、
そ
れ
が

　
　
暖
気
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
何
か
（
ω
o
ヨ
①
穿
言
σ
q
）
と
し
て
見
る
傾
向
が
あ
り
、
反
転
図
形
の
場
合
な
ど
、
そ
れ
が
あ
ら
わ
し
て

　
　
い
る
「
何
か
（
ω
o
ヨ
①
盛
ぎ
σ
窺
）
」
が
交
替
す
る
傾
向
を
も
つ
の
で
あ
る
。
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ス
の
い
う
如
く
、
明
瞭
に
知
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は

　
　
基
本
的
動
機
で
あ
る
こ
と
を
ヒ
ル
ガ
ー
ド
も
支
持
し
て
い
る
。



　
　
　
図
と
地
に
構
造
化
す
る
傾
向
は
、
決
定
性
と
物
の
性
質
（
刮
ぎ
α
q
－
ρ
奏
囲
ξ
）
と
に
対
す
る
緊
張
関
係
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ

　
　
の
傾
陶
は
、
知
覚
す
る
パ
タ
ー
ン
か
ら
具
体
的
な
事
物
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
具
体
的
事
物
は
決
定
性
を
も
つ
か
ら
で

　
　
あ
る
。
こ
の
点
ヒ
ル
ガ
ー
ド
は
、
ど
ち
ら
が
馬
車
で
、
ど
ち
ら
が
馬
で
あ
る
の
か
、
確
か
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
図
・
地
関
係
は

　
　
対
象
に
つ
い
て
の
経
験
か
ら
の
抽
象
的
残
差
（
鋤
づ
　
鋤
げ
ω
叶
巴
鋤
O
紳
　
同
Φ
ω
｝
伽
駕
①
）
と
し
て
学
習
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
で
あ
ろ
う
と
言
っ
て

　
　
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
見
、
か
つ
触
れ
る
操
作
可
能
な
裏
物
が
、
経
験
の
現
実
的
図
柄
（
諺
巴
笥
σ
q
霞
①
の
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
背
景
の
上

　
　
に
図
柄
が
う
つ
し
出
さ
れ
、
影
を
投
ず
る
。
わ
於
わ
れ
の
屠
約
は
、
こ
れ
ら
の
現
実
的
事
物
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、

　
　
あ
い
ま
い
な
パ
タ
ー
ン
を
物
ら
し
さ
の
あ
る
も
の
（
薮
轟
庫
①
）
と
し
て
見
る
傾
向
が
あ
る
。
図
柄
知
覚
で
は
経
験
の
加
重
や
学
習
が
重

　
　
要
だ
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
ヘ
ッ
ブ
（
踏
。
げ
げ
H
緩
伊
℃
や
這
占
9
白
井
や
ω
駆
）
は
、
次
の
三
つ
の
概
念
を
区
別
し
て
い
る
。

　
　
　
ω
　
白
紙
上
に
黒
イ
ン
キ
を
散
ら
せ
た
如
き
、
感
覚
的
に
決
定
さ
れ
る
統
一
性
（
償
翠
蔓
）
。
素
朴
的
統
一
性
。

　
　
　
㈲
　
非
感
覚
的
統
一
性
（
嵩
。
ご
器
昌
ω
o
蔓
β
蝕
聲
）
。
経
験
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
よ
う
な
、
例
え
ば
、
み
な
れ
た
幾
侮
学
的
図
形
、
円

　
　
　
　
と
か
正
方
形
な
ど
。

　
　
　
㈲
　
こ
れ
も
、
経
験
に
よ
っ
て
影
響
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
　
一
つ
の
知
覚
さ
れ
た
図
の
岡
一
性
（
一
焦
①
口
瓜
酔
《
）
。

　
　
　
又
、
ハ
イ
デ
ブ
レ
ー
ダ
1
（
頃
Φ
一
創
ぴ
機
Φ
鳥
⑦
縁
　
ド
Φ
薩
α
）
分
概
念
に
関
す
る
研
究
も
、
右
に
述
べ
た
こ
と
と
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
図
形

　
　
が
示
さ
れ
、
適
当
な
無
意
味
な
概
念
の
名
を
ア
サ
イ
ン
す
る
よ
う
求
め
た
時
、
か
の
女
の
被
験
者
は
、
常
に
空
間
な
い
し
数
の
抽
象
的
関

　
　
係
に
名
を
つ
け
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
対
象
に
名
を
つ
け
る
こ
と
の
方
が
、
よ
り
容
易
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ

　
　
れ
わ
れ
は
事
物
を
明
瞭
に
見
る
こ
と
を
欲
す
る
の
で
あ
っ
て
、
知
覚
し
た
い
も
の
は
、
具
体
的
な
事
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
さ
て
、
知
覚
の
二
つ
の
目
標
、
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
を
し
て
、
ま
わ
り
の
世
界
を
一
つ
の
安
定
し
た
も
の
に
保
た

　
　
せ
る
こ
と
。
第
二
に
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
す
る
と
こ
ろ
の
事
物
に
お
い
て
、
決
定
性
を
達
成
す
る
こ
と
。
以
上
二
つ
の
目
標
は
、
妥
当
な

　
　
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
よ
う
。

552　
　
　
　
　
　
知
覚
理
論
に
お
け
る
機
能
主
義
の
展
擬
と
知
覚
の
闘
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
霞
九
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五
〇

　
く
り
か
え
す
よ
う
で
あ
る
が
、
安
定
し
た
世
界
を
成
就
す
る
こ
と
の
基
本
的
理
由
は
、
そ
の
よ
う
な
世
界
が
、
わ
れ
わ
れ
の
欲
求
を
満

足
さ
せ
る
の
に
最
も
適
し
た
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
に
お
い
て
の
み
、
わ
れ
わ
れ
は
、
地
図
や
図
書
館
を

用
い
る
こ
と
が
で
き
、
あ
る
い
は
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
・
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
こ
に
い
る
の
か
、
ど
こ

に
行
っ
て
い
る
の
か
、
ど
こ
に
物
を
置
い
た
の
か
を
わ
れ
わ
れ
は
知
り
た
い
と
欲
す
る
。
幸
い
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
は
、
安
定

性
の
尺
度
が
達
成
さ
れ
得
る
種
類
の
世
界
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
安
定
し
た
世
界
に
応
ず
る
知
覚
を
も
つ
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
饅
的

達
成
の
た
め
に
役
立
つ
。
事
実
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
と
っ
て
は
多
く
の
動
く
様
絹
の
も
の
が
存
在
し
、
光
と
影
は
対
象
の
色
を
変
え
る
。

生
物
あ
る
い
は
無
生
物
で
あ
る
多
く
の
対
象
は
、
動
く
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
対
象
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
世
界
を
安
定
に
保
つ

た
め
、
光
や
影
と
同
様
に
、
距
離
や
動
き
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
を
学
習
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
感
覚
に
現
存

し
て
い
る
よ
り
も
、
よ
り
多
く
の
恒
常
性
を
達
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
贋
は
、
環
境
的
安
定
性
と
い
う
騒
標
は
、
】

つ
の
安
定
し
た
世
界
を
求
め
る
わ
れ
わ
れ
の
欲
求
（
必
要
）
か
ら
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
中
で
、
他
の
諸
動
機
が
満
足
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
の
健
気
、
す
な
わ
ち
、
決
定
性
の
達
成
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
そ
れ
は
次
の
如
き
効
用
が
あ
ろ
う
。
ま
だ
充
分
明
瞭
で
な
い
う
ち

に
再
認
さ
れ
た
対
象
は
、
避
く
べ
き
も
の
か
、
望
ま
し
き
も
の
か
、
判
ら
な
い
故
に
危
険
な
も
の
で
あ
る
が
、
決
定
性
は
、
そ
れ
ら
が
明

瞭
に
な
る
ま
え
に
、
そ
れ
ら
に
対
し
準
備
さ
せ
る
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
を
助
け
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
れ
は
部
分
的
手
が
か
り
（
o
¢
①
）
か
ら
事

物
を
類
圃
視
あ
る
い
は
同
一
視
す
る
助
け
と
な
る
。
こ
れ
は
欲
求
充
足
に
対
す
る
一
助
と
し
て
対
象
の
知
覚
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
や
や
冗
長
に
流
れ
た
が
、
ヒ
ル
ガ
ー
ド
の
提
示
す
る
学
習
の
問
題
の
重
要
性
を
考
え
て
今
後
の
知
覚
な
い
し
知
覚
学
習
の
諸
研

究
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
近
時
、
問
題
と
な
っ
て
き
た
知
覚
学
習
に
関
し
て
は
、
上
に
述
べ
た
観
点
も
加
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
次
に
ブ
ル
ー
ナ
ー
と
ポ
ス
ト
マ
ソ
（
し
d
N
環
鯵
②
醜
　
鈴
謬
侮
勺
◎
ω
け
営
同
質
）
の
「
仮
説
」
理
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
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ブ
ル
ー
ナ
ー
と
ポ
ス
ト
マ
ン
の
仮
説
（
ξ
℃
9
7
1
。
。
・
ε
な
い
し
期
待
（
震
鷺
9
き
身
）
説

　
ブ
ル
；
ナ
ー
（
H
り
α
H
）
と
ポ
ス
ト
マ
ソ
（
H
霧
H
）
は
、
ト
ル
マ
ン
の
業
績
に
範
を
と
り
、
仲
介
（
媒
介
）
変
数
と
し
て
「
仮
説
形
成
」

と
い
う
構
成
概
念
を
提
唱
し
た
。
か
れ
ら
は
、
知
覚
に
お
け
る
実
験
室
的
実
験
と
臨
床
家
の
諸
観
察
と
を
取
り
扱
う
に
足
る
理
論
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

知
覚
の
期
待
（
Φ
誕
℃
①
o
欝
琴
《
）
説
、
あ
る
い
は
、
仮
説
理
論
（
｝
曙
℃
o
餅
窃
δ
夢
①
o
曙
）
を
属
指
し
て
研
究
を
進
め
て
き
た
。
要
約
的
に
先

に
言
う
と
、
仮
説
を
作
ろ
う
と
す
る
個
人
の
怨
讐
傾
向
（
鷲
鑑
9
0
の
置
8
）
は
、
価
値
に
色
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
刺
激
的
手
が
か

り
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
情
報
に
対
し
、
そ
れ
が
価
値
的
に
適
合
す
る
か
、
し
な
い
か
に
つ
い
て
選
択
的
に
作
用
す
る
と
考
え
る
も
の
で

あ
る
。

　
基
本
的
に
は
、
知
覚
（
唱
Φ
民
O
Φ
臨
く
一
ご
晦
）
は
、
三
段
階
の
サ
イ
ク
ル
を
含
む
と
さ
れ
る
。
分
析
的
に
言
う
と
、
知
覚
は
期
待
な
い
し
仮
説

を
も
っ
て
始
ま
る
と
い
え
る
。
ウ
ッ
ざ
ワ
ー
ス
（
H
リ
ミ
）
の
｝
冨
葉
で
言
え
ば
、
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
見
る
（
ω
Φ
①
）
の
み
な
ら
ず
、
期
待
す
る

（
ざ
○
犀
臨
○
村
）
。
聞
く
（
プ
①
p
。
婦
）
の
み
な
ら
ず
、
聴
く
（
翫
8
昌
ε
）
の
で
あ
る
」
。
　
つ
ま
り
、
　
℃
角
。
驚
く
ぼ
σ
q
は
「
整
調
さ
れ
た
生
活
体

（
露
口
Φ
儀
○
茜
効
巳
ω
ヨ
と
に
お
い
て
生
起
す
る
も
の
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
で
た
ら
め
に
セ
ッ
ト
さ
れ
た
り
、
あ
る

い
は
構
え
を
と
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
、
常
に
あ
る
範
囲
ま
で
、
何
ら
か
の
特
鋼
の
事
物
、
あ
る
い
は
、
特
別
の
ク
ラ
ス
の
事
物
を
見
、

聞
き
、
あ
る
い
は
嗅
い
だ
り
す
る
よ
う
に
準
備
さ
れ
て
い
る
（
鷲
①
雪
曇
①
伽
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
仮
説
が
事
物
の
環
境
駒

状
態
に
先
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
稲
的
認
知
過
程
や
動
機
的
過
程
の
発
動
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
知
覚
過
程
の
第
二
の
分
析
的
段
階
は
、
環
境
か
ら
の
情
報
の
入
力
に
関
す
る
段
階
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
イ
ン
プ
ッ
ト
を
躍
的
的
に
特
徴

づ
け
る
た
め
に
「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
刺
激
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
性
よ
り
も
む

し
ろ
。
螺
①
あ
る
い
は
。
ぽ
①
の
特
性
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
三
段
階
は
、
検
証
（
警
①
畠
ぎ
α
Q
）
な
い
し
確
証
（
8
昌
津
露
螢
鉱
。
鐸
）
の
手
つ
づ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
入
力
情
報
は
作
用
し
て
い
る

　
　
　
　
知
覚
理
論
に
お
け
る
機
能
主
義
の
展
鵬
と
知
発
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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二

58
2
　
仮
説
に
対
し
て
確
証
約
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
適
合
す
る
場
合
と
、
逆
に
、
不
確
実
で
、
調
和
的
で
な
い
場
合
が
あ
る
が
、
も
し
、

　
　
確
証
が
起
こ
ら
な
い
な
ら
、
仮
説
は
あ
る
方
向
に
移
行
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
部
は
内
部
要
因
、
あ
る
い
は
燭
人
的
な
人
格
酌
（
篇
誘
。
鐸
9

　
　
δ
σ
q
搾
巴
）
要
因
、
あ
る
い
は
実
験
的
な
要
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
　
一
部
は
、
す
ぐ
門
前
に
起
こ
っ
た
学
醤
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に

　
　
も
と
づ
い
て
決
定
さ
れ
、
又
一
部
は
、
不
成
功
に
終
わ
る
情
報
検
証
周
期
に
も
と
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
。

　
　
　
仮
説
の
強
さ
（
。
。
霞
①
づ
σ
q
簿
）

　
　
ブ
ル
ー
ナ
ー
（
8
Φ
q
ド
）
は
、
仮
説
の
強
さ
に
つ
き
次
の
三
つ
を
上
げ
て
い
る
。

　
　
ω
　
仮
説
の
力
が
大
で
あ
れ
ば
、
所
定
の
状
況
に
お
い
て
そ
れ
が
生
起
す
る
度
合
は
大
で
あ
る
。

　
　
②
　
一
つ
の
仮
説
の
力
が
大
で
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
確
証
す
る
に
必
要
と
さ
れ
る
諜
報
の
量
は
小
で
あ
る
。

　
　
㈹
　
仮
説
の
力
が
大
で
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
弱
化
さ
せ
る
に
は
、
不
適
切
な
あ
る
い
は
矛
燈
す
る
よ
う
な
情
報
の
蚤
が
、
よ
り
大
で
あ

　
　
　
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
次
に
、
ブ
ル
！
ナ
；
は
、
仮
説
の
強
さ
を
決
定
す
る
要
因
を
上
げ
、
実
験
的
手
続
に
お
け
る
、
こ
の
変
数
の
測
度
と
し
て
用
い
ら
れ
る

　
　
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
短
く
以
下
に
列
挙
し
て
お
く
。

　
　
ω
　
過
去
の
確
証
の
頻
度
。
す
な
わ
ち
、
過
玄
に
お
い
て
、
あ
る
仮
説
な
い
し
期
待
が
確
証
さ
れ
て
き
た
頻
度
が
多
い
ほ
ど
、
そ
の
強

　
　
　
さ
は
大
で
あ
ろ
う
。

　
　
㈲
　
二
者
択
一
的
で
な
く
、
専
有
的
で
あ
る
こ
と
（
ヨ
§
o
℃
o
ぞ
）
。
す
な
わ
ち
、
所
定
の
暁
に
、
そ
の
人
の
環
境
に
関
し
て
、
か
れ
が

　
　
　
持
つ
多
野
択
一
酌
な
仮
説
の
数
が
少
な
い
ほ
ど
、
そ
れ
ら
の
力
は
大
で
あ
ろ
う
。
（
ヨ
。
爵
。
℃
○
翫
識
。
な
仮
説
は
幽
8
℃
o
翻
瓢
。
な
仮

　
　
　
説
よ
り
も
強
い
）
。

　
　
㈲
　
認
知
的
帰
結
。
仮
説
は
、
た
と
え
ば
幼
児
は
一
般
に
成
人
よ
り
も
小
さ
い
と
い
う
如
き
は
、
仮
説
と
儒
念
を
支
え
る
、
よ
り
旧
き

　
　
　
い
体
系
の
中
に
包
含
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
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㈲
　
動
機
的
帰
結
。
仮
説
は
生
活
体
の
要
求
充
足
を
助
け
る
際
に
、
い
ろ
い
ろ
の
帰
結
を
生
じ
る
が
、
仮
説
の
確
認
が
羅
標
活
動
の
遂

　
　
行
に
と
っ
て
、
よ
り
基
本
的
で
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
力
は
大
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
よ
り
生
起
し
易
く
、
又
、
よ
り
容
易
に
確
園
た
る

　
　
も
の
に
さ
れ
易
く
、
逆
に
中
々
、
弱
化
さ
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
㈲
　
社
会
的
帰
結
。
　
一
つ
の
仮
説
を
三
盛
た
る
も
の
と
す
る
か
、
弱
化
さ
せ
る
も
の
と
す
る
か
、
こ
の
ど
ち
ら
か
の
情
報
が
、
極
小
で

　
　
あ
る
よ
う
な
刺
激
条
件
で
は
、
あ
る
人
の
仮
説
は
他
の
観
察
老
の
仮
説
と
一
致
す
る
よ
う
に
、
知
覚
者
の
仮
説
は
強
め
ら
れ
る
で
あ

　
　
ろ
う
。

、
さ
て
、
監
置
は
、
本
稿
の
終
り
近
く
に
図
式
（
ω
畠
Φ
簿
ρ
ω
警
①
節
p
。
貯
）
概
念
を
論
じ
る
が
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
図
式
と
い
う
語
は
用
い

ず
、
　
「
仮
説
」
を
の
み
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ
を
藤
ズ
す
る
に
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
（
ド
ゆ
q
ど
℃
●
H
帥
α
）
の
言
蕪
駕
を
か
り
れ
ば
、
こ
の
概
念
は
「
決

定
傾
向
（
面
変
興
露
ぎ
貯
σ
q
器
類
鳥
①
謬
。
団
）
、
構
え
（
ω
簿
）
、
課
題
（
》
鼠
α
q
難
び
①
）
、
先
有
傾
向
（
鷲
。
儀
置
℃
○
ω
誠
○
謬
）
の
如
き
概
念
と
関
連
づ
け

る
に
も
つ
と
も
適
切
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
環
境
に
お
け
る
各
種
の
事
象
群
に
対
し
選
択
酌
に
反
応
す
る
高
度
に
一
般
化
さ
れ
た
反
応
の
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

備
状
態
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
」
。
又
、
「
特
定
の
仮
説
は
細
別
化
さ
れ
た
期
待
で
は
な
く
、
…
…
む
し
ろ
、
環
境
的
事
象
一
般
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

す
る
信
念
、
ま
た
は
期
待
の
比
較
曲
統
合
さ
れ
た
体
系
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
偏
（
ブ
ル
ー
ナ
ー
　
H
O
α
ど
℃
．
H
b
⊃
刈
）
。

　
（
1
）
　
こ
の
理
論
は
、
い
わ
ゆ
る
℃
①
湊
○
鐸
蹴
獣
楼
6
誌
Φ
舞
Φ
伽
唱
①
旨
Φ
箕
瓢
虫
窓
の
①
霞
。
げ
に
と
っ
て
童
要
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
人
格

　
　
　
と
知
覚
過
程
の
問
題
に
つ
い
て
」
（
H
⑩
①
G
。
）
i
に
お
い
て
考
察
し
た
。

　
（
2
）
　
こ
の
点
は
、
筆
謬
の
機
能
的
・
認
知
的
研
究
の
方
向
づ
け
の
基
礎
と
な
っ
た
視
空
間
知
覚
の
セ
ッ
卦
の
品
題
に
関
係
が
深
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、

　
　
　
大
羽
（
戸
¢
笛
G
◎
”
H
り
①
α
）
を
み
よ
。

　
（
3
）
　
マ
ー
チ
ン
・
シ
ェ
ー
ラ
i
（
目
¢
錦
繍
）
は
、
そ
の
秀
れ
た
論
文
「
認
知
理
論
」
の
中
で
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
　
「
ブ
ル
…
ナ
…
は
、
か
か
る

　
　
　
仮
親
が
「
認
知
的
地
図
」
に
依
存
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
ト
ル
マ
ン
（
睦
O
H
）
の
最
近
の
定
式
で
は
、
こ
の
地
國
が
拡
張
き
れ
て
認
知
の
マ
ト

　
　
　
リ
ッ
ク
ス
の
概
念
に
発
展
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
層
広
範
な
仮
説
の
体
系
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
図
式
と
學
ん
だ
も
の
に
亡
い
」
。

知
覚
理
論
に
お
け
る
機
能
主
義
の
展
開
と
知
覚
の
關
題

五
三
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図
式
説
の
動
向

　
さ
て
、
以
上
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
知
覚
の
「
仮
説
」
理
論
の
検
討
を
お
く
こ
と
に
し
、
次
に
知
覚
に
お
け
る
「
図
式
」
の
樹
心
義
に
つ

い
て
考
察
す
べ
き
時
が
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ゲ
シ
タ
ル
ト
の
立
場
に
あ
る
人
は
、
覚
知
（
㊤
毒
g
o
村
⑦
⇔
①
ω
ω
）
の
外
に
あ
っ
て
行
動
に
影
響
を
与
え
る
要
因
を
説
明
す
る
た
め
に
「
暗
黙

的
体
制
（
ω
ぽ
馨
○
擁
σ
q
9
凱
鑓
甑
○
質
）
」
の
概
…
念
を
導
入
し
た
。
そ
し
て
、
現
象
衝
心
は
、
全
体
と
し
て
の
暗
黙
約
体
制
と
い
う
、
よ
り
大
き

な
拡
が
り
を
も
つ
過
程
の
機
能
的
部
分
と
な
り
得
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ゲ
シ
タ
ル
ト
の
系
譜
と
し
て
、
最
近
の
認
知
的
立
場
を
綜
合
し

た
シ
ェ
…
ラ
ー
（
H
Φ
緯
）
は
、
こ
の
階
黙
的
体
鯖
と
い
う
語
を
、
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
た
意
味
で
用
い
、
そ
れ
が
諸
種
の
心
的
問
題
に
適
用

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
共
通
の
分
母
を
有
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
方
向
づ
け
や
行
為
の
繋
属
を
与
え
る

と
こ
ろ
の
「
典
型
化
の
図
式
（
受
章
な
ぎ
σ
q
ω
。
｝
お
ヨ
簿
9
）
」
の
性
絡
を
も
つ
認
知
約
組
織
と
し
て
作
用
す
る
の
で
あ
り
、
ヘ
ッ
ド
（
頃
＄
山

ド
露
O
）
、
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
（
し
ご
霞
略
暦
簿
睡
り
も
。
b
っ
）
、
ラ
シ
レ
イ
（
ぴ
霧
躍
①
累
H
⑩
鐸
）
、
ピ
ア
ジ
ェ
（
蒙
⇔
σ
螢
簿
偏
り
ω
8
H
㊤
α
b
⊃
）
な
ど
は
、
い
ず
れ

も
図
式
（
。
。
◎
ゲ
①
B
聾
）
の
語
を
用
い
て
い
る
が
、
か
れ
ら
が
こ
の
語
で
指
示
し
て
い
る
の
は
、
本
質
的
に
は
同
一
の
統
合
的
無
畜
で
あ
る
と

み
な
さ
れ
た
。

　
ギ
ブ
ソ
ン
（
ド
①
臼
）
に
よ
る
と
、
知
覚
的
世
界
は
「
文
字
通
り
の
知
覚
の
世
界
」
と
「
図
式
的
知
覚
の
世
界
」
に
別
け
ら
れ
る
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
後
者
は
、
対
象
が
意
味
す
る
も
の
（
ω
お
凱
解
き
8
）
、
　
つ
ま
り
人
が
自
分
の
特
定
の
文
化
的
環
境
の
中
で
受
け
と
る
対
象
の

意
味
や
象
徴
性
を
含
む
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
最
近
の
顕
著
な
立
場
と
し
て
、
ソ
ー
レ
イ
と
マ
ー
フ
ィ
ー
（
ド
8
0
）
が
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
に
関
連
し
て
述
べ
よ
う
。

マ
ー
フ
ィ
ー
ら
の
「
知
覚
活
動
」
の
音
心
義
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ソ
ー
レ
イ
と
マ
ー
フ
ィ
ー
（
日
り
①
○
）
は
、
　
「
知
覚
的
世
界
の
発
達
」
を
体
系
酌
に
叙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
直
し
、
知
覚
活
動
の
過
程
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
、
「
知
覚
活
動
（
唱
舞
8
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ε
物
性
9
）
扁
と
い
う
用
語
を
用
い
て
お
り
、
そ
れ
を
臣
視
的
な
コ
ン
ポ
ネ
ン
ト
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
表
示
し
た
。
上
の
図
は
そ
の
概
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ
ち
、
　
「
知
覚
活
動
」
は
、
外
部
的
動
機
、
欲
求
、
事
件
（
期
待
へ
と
み
ち
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
）
と
、
出
力
と
し
て
の
「
行
動
的
な
い
し
認
知
約
事
件
（
象
）
と
の
問
に
あ
る
諸
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
程
よ
り
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
先
ず
、
　
門
期
待
鳳
「
注
意
し
「
受
容
」
門
試
行
と
検
証
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
知
覚
表
象
し
の
諸
段
階
よ
り
な
る
と
説
か
れ
た
。
こ
の
間
、
受
容
に
つ
づ
い
て
「
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
動
的
、
自
己
受
容
薄
曇
動
」
も
関
与
す
る
こ
と
が
加
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
よ
っ
て
も
う
か
が
わ
れ
る
如
く
、
か
れ
ら
は
、
知
覚
を
、
　
「
活
動
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
覚
」
と
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
未
知
の
過
程
と
し
て
ブ
ラ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
的
に
省
略
し
よ
う
と
す
る
行
き
方
と
は
、
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陶
書
の
第
H
部
は
、
　
「
知
覚
活
動
に
お
け
る
諸
変
化
」
を
述
べ
る
が
、
そ
こ
で
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
は
、
す
で
に
触
れ
た
所
の
認
知
的
な
い
し
機
能
的
立
場
か
ら
の
諸
学
説
を
綜
合
し
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
わ
ば
図
式
の
機
能
説
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
展
開
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
ら
は
、
ブ
ル
ソ
ス
ビ
ッ
ク
の
確
率
的
機
能
主
義
へ
向
か
っ
て
強
く
傾
き
、
か
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
わ
ゆ
る
ト
ラ
ソ
ズ
ア
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
立
場
の
機
能
的
考
え
と
は
、
い
わ
ば
同
じ
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
扱
う
こ
と
を
試
み
て
い
る
急
報
の
如
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ラ
ソ

知
覚
理
論
に
お
け
る
機
能
主
義
の
展
胴
と
知
覚
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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一
轍
由
ハ

622
　
ズ
ア
ク
シ
滋
ナ
ル
な
立
場
の
人
々
の
い
う
「
．
♂
Φ
珍
げ
①
け
．
、
は
い
か
に
し
て
擢
来
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
発
達
に
影
響
す
る
要
因
は
何
か
」
の

　
　
解
墾
の
た
め
に
、
か
れ
ら
は
ブ
ル
ー
ナ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
仮
説
」
と
共
に
、
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ス
（
ド
Φ
ミ
）
の
い
う
「
試
行
と
検
証
」
を
重
視

　
　
す
る
の
で
あ
る
。

知
覚
に
お
け
る
図
式
概
念
の
発
展

　
マ
ー
フ
ィ
ー
ら
に
よ
れ
ば
、
知
覚
活
動
は
、
佃
人
が
何
ら
か
の
知
覚
的
刺
激
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

個
人
は
、
価
値
を
も
つ
刺
激
、
あ
る
い
は
過
去
に
賞
を
与
え
ら
れ
た
刺
激
を
期
待
し
（
舞
℃
Φ
9
）
、
待
望
す
る
（
δ
○
騨
｛
○
同
≦
錠
儀
8
）
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
期
待
（
Φ
毯
①
o
露
嫁
。
謬
）
は
、
か
く
か
く
の
物
事
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
「
仮
説
（
ξ
℃
○
騨
霧
陣
。
。
と
の
ご
と
き
も
の

で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
期
待
は
、
知
覚
的
…
刺
激
を
受
け
る
準
備
を
さ
せ
る
（
鷲
Φ
鳩
⇔
お
）
も
の
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
期
待
さ
れ
た

鋼
激
の
起
こ
る
確
率
を
増
大
さ
せ
る
よ
う
な
活
動
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
期
待
は
、
孤
立
し
て
生
起
す
る
の
は
稀
で
あ
っ

て
、
知
覚
的
材
料
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
肉
づ
け
さ
れ
る
よ
う
な
統
合
さ
れ
た
認
知
的
図
式
（
ぎ
8
σ
q
鑓
8
卿
o
o
び
q
β
画
く
。
ω
o
び
Φ
憂
節
寅
）
で
あ

る
の
が
普
通
で
あ
る
、
と
要
約
さ
れ
た
（
H
Φ
①
O
v
　
℃
艦
　
H
『
b
り
）
。

　
そ
し
て
、
か
か
る
図
式
が
な
け
れ
ば
、
知
覚
は
、
失
語
症
的
（
選
財
錺
凶
。
）
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
か
つ
知
覚
学
習
の
ご
と
き
は
ほ
と
ん

ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
的
材
料
は
「
感
覚
さ
れ
る
」
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
は
意
味
を
も
た
ぬ
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
、

と
説
か
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
論
述
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
マ
ー
フ
ィ
ー
ら
の
所
説
は
、
先
に
述
べ
た
ブ
ル
ー
ナ
ー
ら
の
「
仮
説
」
理
論
と
本
質
的
に
変
わ
ら

ず
、
や
や
、
そ
れ
を
広
範
に
体
系
化
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
点
に
関
し
ブ
ル
ー
ナ
ー
が
、
い
わ
ゆ
る
「
仮
説
」
を
ト
ル
マ
ソ
流
の

「
認
知
的
地
図
」
に
依
存
す
る
も
の
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
演
さ
れ
よ
う
。

　
か
く
の
ご
と
く
、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
達
に
よ
っ
て
あ
ま
り
言
及
さ
れ
な
い
函
式
（
。
・
o
ン
①
導
爆
欝
）
の
概
念
の
重
要
性
を
説
く
こ
と
、
お



　
　
よ
び
英
国
心
理
学
界
に
お
け
る
、
そ
の
概
念
の
使
い
方
と
の
類
似
性
と
に
お
い
て
、
マ
ー
フ
ィ
ー
等
ぱ
、
現
ら
か
に
ヘ
ッ
ド
（
ド
8
0
）
、
バ

　
　
ー
ト
レ
ッ
ト
（
日
Φ
c
。
b
◇
）
、
オ
ル
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
と
ザ
ソ
グ
ウ
ィ
ル
（
○
箆
論
①
凱
餌
嵩
物
＼
碧
α
q
毒
箪
H
Φ
心
b
◎
）
お
よ
び
バ
ー
ノ
ソ
（
＜
①
露
◎
昌
H
⑩
α
伊

　
　
8
④
α
刈
）
等
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
英
国
の
伝
統
的
思
想
圏
に
お
い
て
理
論
を
発
展
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
　
　
。
・
畠
①
導
鎮
p
。
　
の
概
念
は
、
英
国
心
理
学
界
に
お
ハ
て
に
、
先
ず
ヘ
ッ
ド
（
H
Φ
N
O
）
に
よ
っ
て
と
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
バ
ー
ド
レ
ッ

　
　
ト
（
H
Φ
G
。
b
っ
）
が
詑
濾
過
程
を
代
表
と
す
る
認
知
的
反
応
に
つ
い
て
発
展
さ
せ
、
さ
ら
に
オ
ル
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
と
ザ
ソ
グ
ウ
ィ
ル
（
H
一
瓢
っ
）

　
　
が
こ
れ
ら
を
再
検
議
し
な
が
ら
体
系
化
し
、
最
近
、
さ
ら
に
バ
ー
ノ
ン
（
ド
Φ
窃
㎝
隔
　
H
⑩
α
刈
）
に
よ
っ
て
、
知
覚
的
活
動
の
面
に
お
い
て
理
論

　
　
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
の
図
式
概
念
は
、
コ
フ
カ
の
い
う
歯
跡
（
霞
簿
。
①
）
概
念
に
類
似
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
、

　
　
ω
。
冨
営
㊤
は
鐙
跨
あ
簿
も
し
く
は
単
一
の
期
待
よ
り
以
上
の
も
の
で
、
先
行
経
験
あ
る
い
は
記
憶
の
骨
格
化
さ
れ
た
輪
郭
線
（
。
。
犀
鉱
簿
9

　
　
鼠
器
伽
。
葺
財
霞
①
）
の
一
種
で
あ
る
。
そ
し
て
、
直
接
的
知
覚
は
、
そ
れ
ら
に
あ
て
は
め
ら
れ
て
行
く
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
結
果
と
し
て
の
知
覚
表
象
を
形
成
す
る
た
め
に
、
知
覚
的
痕
跡
が
認
憶
痕
跡
と
結
び
あ
わ
さ
れ
る
と
い
う
コ
フ
カ
（
6
G
Q
α
）
の
考
え
に
近

　
　
い
。

　
　
　
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
（
H
⑩
G
o
鱒
”
　
℃
℃
．
鳥
献
一
軽
頓
）
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
門
そ
れ
は
、
意
味
を
求
め
る
努
力
の
如
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
認
知
的
反
応
、
す
な
わ
ち
、
知
覚
、
想
像
、
想
起
、
思
考
、
お
よ
び
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
理
に
つ
い
て
語
る
場
合
に
薮
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
構
造
酌
に
き
わ
め
て
単
純
な
場
合
、
あ
る
い
は
、
規
則
性
の
あ
る
…
二
合
、
あ

　
　
る
い
は
き
わ
め
て
熟
知
性
の
豊
富
な
場
合
、
直
接
的
デ
ー
タ
は
特
殊
の
知
覚
的
行
為
に
関
す
る
眼
り
、
前
も
っ
て
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ

　
　
れ
る
一
つ
の
知
覚
的
パ
タ
ー
ン
に
直
ち
に
舎
致
せ
し
め
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
マ
ッ
チ
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

　
　
な
前
も
っ
て
形
成
さ
れ
た
構
え
（
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
）
あ
る
い
は
図
式
あ
る
い
は
パ
タ
ー
ン
は
、
全
く
、
無
意
國
的
な
、
非
分
析
的
、
か
つ

　
　
無
意
識
的
の
仕
方
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
。

632　
　
　
　
　
　
知
賞
理
論
に
お
け
る
機
能
主
義
の
展
蘭
と
知
堂
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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五
八

　
バ
ー
ト
レ
ヅ
ト
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
、
ほ
ぼ
重
要
な
点
は
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
次
の
三
つ
の
性
質
が
図
式

（
ω
O
び
⑦
畑
P
鈴
け
鋤
）
の
意
義
と
し
て
加
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
、
順
次
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
ω
　
図
式
は
静
的
（
ω
＄
甑
。
）
な
も
の
で
は
な
い
。

　
㈲
図
式
は
方
向
性
を
も
つ
（
仙
一
村
Φ
O
汁
凶
く
①
）
。

　
㈲
　
図
式
は
運
動
的
（
日
O
叶
O
隠
O
）
で
あ
る
。

　
先
ず
第
一
に
、
図
式
は
静
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
点
に
関
し
、
ゴ
ー
ド
ン
・
オ
ル
ポ
ー
ト

（
O
o
廷
○
⇒
≧
ぽ
。
溝
H
逡
メ
℃
．
H
。
。
戯
）
は
次
の
如
き
内
容
を
主
張
し
て
い
る
。

　
幼
児
や
鰯
歯
動
物
は
、
直
接
的
層
標
を
も
ち
、
予
期
的
な
ゴ
ー
ル
反
応
に
没
頭
す
る
が
、
い
か
な
る
指
向
的
図
式
（
象
器
。
臨
く
①
ω
o
げ
？

臼
簿
㌶
）
も
持
た
な
い
。
人
間
は
、
い
か
な
る
特
殊
目
標
な
し
で
も
、
心
の
中
に
価
値
を
持
つ
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
か
れ
ら
は
～
定
不

変
の
努
力
の
方
向
を
持
つ
で
あ
ろ
う
が
、
か
れ
ら
の
ゴ
ー
ル
は
一
過
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
確
定
し
得
ぬ
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
す
べ
て
の
ね
ず
み
な
ら
び
に
、
ご
く
わ
ず
か
の
人
間
の
行
動
は
、
具
体
的
霞
標
に
よ
っ
て
行
動
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
具
体
的
門
標
を
達
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
殊
の
動
因
の
緊
張
が
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
行
動
の
筋
道
は
、
一
定

0
図
式
に
し
た
が
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
、
図
式
に
志
角
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
　
ヘ
ソ
リ
！
・
ヘ
ッ
ド
の
図
式
概
念
が
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
類
似
す
る
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
（
2
）

っ
て
示
さ
れ
よ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
共
に
、
意
図
的
な
属
性
で
あ
ぢ
、
感
覚
印
象
を
結
び
あ
わ
す
よ
う
な
方
向
性
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
た
。

　
第
三
の
、
運
動
的
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
図
式
が
、
複
雑
な
行
為
の
つ
な
が
り
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
中
に
は
、
認
知
的
な
も
の
も
あ
り
、
感
覚
的
な
関
係
枠
の
発
展
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
多
く
の

図
式
は
、
運
動
的
で
あ
る
。
ラ
シ
レ
イ
（
ソ
ー
レ
イ
と
マ
ー
フ
ィ
ー
や
難
H
に
よ
る
）
は
、
ピ
ア
ノ
演
奏
の
如
き
、
驚
く
べ
き
ス
ピ
ー
ド
と
正
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確
さ
で
作
業
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
の
説
明
の
た
め
に
、
こ
の
概
念
を
用
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
ス
ピ
ー
ド
た
る
や
、
自
己
受
容
器
的
な
フ

ィ
ー
デ
バ
ッ
ク
、
あ
る
い
は
、
　
一
連
の
指
の
動
き
を
コ
ソ
ト
ロ
…
ル
す
る
た
め
の
意
識
的
努
力
を
以
て
し
て
は
、
到
底
こ
れ
に
達
し
得
な

い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
関
し
て
オ
ル
ド
フ
ィ
1
ル
ド
と
ザ
ソ
グ
ウ
ィ
ル
（
H
⑩
蒔
b
⊇
9
　
℃
℃
．
　
O
O
一
①
H
）
は
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
の
所
説

を
引
用
し
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
「
反
応
は
、
す
で
に
体
制
化
さ
れ
た
先
行
反
応
の
一
つ
の
整
備
（
費
。
日
露
α
q
Φ
ヨ
①
葺
）
に
依
存
す
る
。
こ
れ
ら
の
体
鰯
化
さ
れ
た
反
応
に

与
え
ら
れ
る
名
が
、
即
ち
ω
。
竃
田
⇔
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
被
験
者
の
側
に
お
い
て
は
、
全
く
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
の
状
態
で
、
そ
れ
ら
の

効
果
を
生
み
撫
す
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
。
。
o
｝
お
ヨ
追
丁
の
多
く
は
、
何
ら
か
の
水
準
の
生
理
学
的
反
応
に
お
い
て
作
用
す
る
と
考
え
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
又
、
フ
リ
ー
マ
ン
　
（
閃
器
①
導
窪
お
戯
G
。
）
　
の
生
理
学
的
構
え
（
セ
ッ
ト
）
に
関
す
る
研
究
は
ヘ
ッ
ド
や
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
の
考
え
方
を
反

映
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
れ
に
よ
る
と
、
運
動
セ
ッ
ト
は
、
観
察
者
を
し
て
準
備
態
勢
を
採
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
ら
の
セ
ッ
ト
は
、
　
一
つ
の
図
式
的
関
係
枠
（
。
・
o
ぴ
①
陰
影
ぎ
砕
節
ヨ
①
o
｛
巴
砂
嚢
①
琴
①
）
を
形
成
し
、
入
っ
て
来
る
感
覚
材
料
は
、
そ
れ

に
向
か
っ
て
体
側
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
。
感
覚
的
サ
ン
プ
ル
は
、
記
憶
的
に
蓄
積
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
認
知
的
な
関
係
枠

あ
る
い
は
図
式
に
発
達
し
、
か
つ
新
し
い
感
覚
的
デ
ー
タ
は
、
蓄
積
さ
れ
た
サ
ン
プ
ル
と
「
マ
ッ
チ
福
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、

認
知
的
要
閃
と
運
動
的
要
因
の
能
動
的
な
相
互
作
用
が
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
、
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
為
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
が
強
力

に
繋
が
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
バ
…
ト
レ
ッ
ト
は
、
知
覚
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
知
的
機
能
を
す
べ
て
動
詞
的
表
現
、
す
な
わ
ち
、
噂
①
巴
。
鼠
く
ぢ
頓
」
営
勤
畷
ぎ
箏
巴
ゆ
ヨ
①
臼
σ
震
ぎ
鱒

　
　
　
聾
ぎ
洋
ぎ
鱒
話
器
◎
切
ぎ
σ
q
の
如
く
表
現
す
る
点
は
、
そ
の
一
般
的
立
場
の
機
能
的
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
学

　
　
　
風
は
、
M
。
O
・
バ
ー
ノ
ン
に
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。

　
（
2
）
　
こ
の
点
の
哲
学
的
討
論
に
つ
い
て
は
、
オ
ル
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
と
ザ
ン
グ
ウ
ィ
ル
（
μ
O
薩
b
⊃
）
を
参
照
の
こ
と
。

　
（
3
）
　
フ
リ
ー
マ
ン
の
「
セ
ッ
ト
」
に
つ
い
て
の
所
説
と
そ
の
知
労
理
論
に
お
け
る
意
義
に
つ
い
て
は
、
F
・
R
。
オ
ル
ポ
ー
ト
（
H
り
誤
）
を
参
照
せ
よ
。

　
　
　
　
知
覚
理
論
に
お
け
る
機
能
主
義
の
展
開
と
知
覚
の
闘
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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セ
ッ
ト
、
予
備
（
先
行
）
知
覚
（
鷹
？
℃
興
8
窟
δ
⇔
）
、
認
知
的
図
式

　
筆
者
は
、
視
空
間
知
覚
の
聞
題
次
元
を
、
い
わ
ゆ
る
心
的
構
え
、
な
い
し
セ
ッ
ト
に
求
め
て
、
そ
の
意
義
と
可
能
性
を
検
討
し
て
き
た
。

そ
れ
は
、
「
視
空
闘
知
覚
に
お
け
る
セ
ッ
ト
の
問
題
」
（
6
笛
c
Q
）
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
極
力
、
冗
長
性
が
省
か
れ
て
い
る
が
、

セ
ッ
ト
な
ら
び
に
、
麟
式
に
つ
い
て
も
、
触
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
今
や
、
欝
。
。
嗣
ω
簿
の
ご
と
き
問
題
を
記
述
す
べ
き

順
序
に
な
っ
て
い
る
が
、
筆
者
の
闘
題
設
定
は
、
上
記
部
分
の
叙
述
に
集
約
さ
れ
る
か
ら
、
以
下
に
は
、
諸
家
の
動
向
を
記
す
に
と
ど
め

る
。
前
世
紀
後
半
に
お
け
る
諸
研
究
を
リ
フ
ァ
ー
し
た
専
門
研
究
と
し
て
は
、
M
。
D
・
バ
…
ノ
ン
（
H
り
9
）
の
第
十
章
、
第
四
節
に
詳

し
い
叙
述
が
あ
る
。
古
く
は
一
八
八
五
年
の
カ
ッ
テ
ル
、
一
八
九
三
年
の
ゴ
ー
ル
ド
シ
ャ
イ
ダ
ー
と
ミ
ュ
ー
ラ
ー
の
実
験
を
記
し
、
い
わ

ゆ
る
熟
知
性
の
効
果
を
示
す
も
の
と
し
て
、
セ
ッ
ト
、
図
式
の
作
用
を
重
視
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
す
な
わ
ち
、
バ
ー
ノ
ン
は
、
経
験
や
動
機
づ
け
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
　
「
求
め
る
も
の
を
知
る
こ
と
（
｝
自
○
≦
ぎ
α
q
甫
『
象
8
ぴ
◎
騨

｛
o
桝
）
」
に
よ
っ
て
も
、
注
意
（
知
覚
）
の
浅
発
的
方
向
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
は
萌
ら
か
で
あ
る
と
説
き
、
有
名
な
一
九
〇
四
年
の
キ
ュ
ル

ペ
の
実
験
を
は
じ
め
、
　
一
九
四
一
年
の
ギ
ブ
ソ
ン
の
「
セ
ッ
ト
論
」
に
至
る
レ
ビ
ュ
ー
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
彼
女
の
い
漉
わ
ゆ

る
「
経
験
に
深
く
根
ざ
し
た
、
そ
し
て
よ
く
体
餓
化
さ
れ
た
図
式
」
に
基
づ
く
熟
知
性
の
効
果
が
重
要
で
あ
り
、
他
方
で
は
又
、
表
面
的

な
型
の
熟
知
性
も
、
そ
の
後
に
続
く
知
覚
に
影
響
す
る
と
い
う
こ
と
を
公
示
し
て
い
る
。

　
「
か
く
て
、
セ
ッ
ト
の
影
響
は
、
事
実
に
お
い
て
実
験
条
件
や
知
覚
す
べ
き
も
の
、
あ
る
い
は
期
待
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
の
熟
知
性

を
通
し
、
さ
ら
に
知
覚
約
内
容
の
意
味
に
つ
い
て
の
予
備
（
先
行
）
知
覚
（
鷲
？
℃
㊤
。
o
営
δ
⇒
）
と
も
い
う
べ
き
も
の
、
あ
る
い
は
、
部
分

的
に
見
慣
れ
て
い
る
こ
と
（
娼
翼
戴
8
練
§
岡
簿
§
。
。
）
を
等
し
て
生
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
知
覚
活
動
の
最
終
饅
的
で
あ
り
、

完
結
で
あ
る
、
意
味
の
充
分
な
る
了
解
（
ぞ
言
語
Φ
墨
書
）
は
、
予
備
知
覚
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
線
に
そ
っ
て
媒
介
さ
れ
、
援
助
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
予
備
知
覚
が
、
来
た
る
べ
き
も
の
の
期
待
を
創
造
す
る
。
そ
の
期
待
は
、
ギ
ブ
ソ
ン
（
H
り
蔭
）
の
書
う
よ
う
に
、
…
教



示
、
訓
練
あ
る
い
は
言
葉
で
示
さ
れ
ず
、
意
識
に
す
ら
の
ぼ
ら
な
い
効
果
を
持
つ
事
象
の
規
則
的
結
構
（
器
σ
q
巳
錠
ω
①
ρ
器
簿
⑦
）
に
よ
っ

て
ひ
き
起
こ
さ
れ
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
予
備
知
覚
が
作
用
す
る
認
知
的
図
式
が
基
本
的
で
あ
り
、
か
つ
、
遠
き
に
及
べ
ば
及
ぶ

ほ
ど
、
そ
の
知
覚
活
動
に
及
ぼ
す
効
果
は
、
　
一
鷹
、
深
甚
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
決
定
力
も
、
　
一
層
、
完
全
な
も
の
と
な
る
。

…
：
過
去
経
験
の
役
割
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
」
　
（
バ
ー
ノ
ン
お
給
も
・
鱒
。
。
同
）
。

　
す
で
に
書
及
し
た
ソ
ー
レ
イ
と
マ
ー
フ
ィ
ー
（
H
Φ
8
）
は
、
い
わ
ゆ
る
｝
鼠
σ
q
簿
び
ゆ
団
冒
ω
8
｝
ご
轟
お
よ
び
。
・
簿
の
一
般
酌
効
果
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
要
点
は
．
。
㌶
路
－
ω
簿
、
、
と
．
．
難
路
－
密
蔵
鼠
①
、
、
は
通
常
、
認
知
的
要
因
と
し
て
淫
蕩
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
は
、

そ
れ
ら
を
、
動
機
づ
け
に
似
た
仕
方
で
分
析
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
ッ
テ
ル
ソ
ソ
（
這
蟄
）
の
い
う
ご
と
き
「
仮
定

（
器
。
，
億
津
讐
δ
⇒
）
」
を
決
定
す
る
の
は
、
こ
の
寅
ω
写
ω
薄
で
あ
る
と
主
張
せ
ら
れ
た
。

　
最
近
、
思
考
と
学
鷲
お
よ
び
課
題
解
決
の
文
脈
に
お
い
て
「
知
覚
」
を
叙
述
し
た
フ
ォ
ー
ガ
ス
（
お
①
⑦
）
は
、
セ
ッ
ト
の
問
題
を
、
「
認

知
的
行
動
と
思
考
」
の
中
で
扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
セ
ッ
ト
の
本
来
の
伝
統
的
分
野
と
書
っ
て
よ
い
が
、
知
覚
活
動
に
対
す
る
書
及
は
、

き
わ
め
て
少
な
く
、
筆
者
は
、
こ
の
点
、
む
し
ろ
D
・
M
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
「
思
考
と
判
断
の
心
理
学
」
（
H
⑩
親
）
の
立
場
よ
り
も
思
考
の
分

野
に
か
た
よ
り
過
ぎ
て
い
る
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
こ
れ
以
上
言
及
し
な
い
。
最
後
に
、
慷
常
性
に
つ
い
て
再
度
、
そ
の
位

置
づ
け
と
、
今
ま
で
の
機
能
的
諸
研
究
を
回
顧
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
点
は
、
拙
著
（
掃
0
0
G
Q
v
　
H
Φ
①
O
）
に
も
雷
及
し
た
の
で
こ
こ
に
は

割
愛
し
た
い
。
な
お
、
　
一
九
五
〇
年
ま
で
の
、
そ
の
分
野
に
お
け
る
評
論
は
、
バ
ー
ノ
ソ
（
H
⑩
総
℃
℃
．
環
㌣
置
G
。
）
を
参
照
す
る
の
が
よ

い
。
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
や
は
り
バ
ー
ノ
ン
（
H
Φ
q
9
鴇
　
H
Φ
①
b
り
）
の
展
望
が
あ
る
。

　
　
　
最
後
に
内
外
の
体
系
的
心
理
学
の
至
聖
の
う
ち
若
干
に
つ
い
て
、
知
覚
を
い
か
に
扱
っ
て
い
る
か
を
見
渡
し
て
み
た
い
。
そ
れ
ら
は
知

　
　
覚
専
門
の
研
究
で
は
な
い
に
し
て
も
、
現
在
に
お
け
る
こ
の
分
野
の
集
約
的
体
系
が
結
賢
し
て
く
る
と
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ

672　
　
　
　
　
　
知
覚
理
論
に
お
け
る
機
能
主
義
の
展
關
と
知
覚
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
　
　
　
哲
｝
学
研
究
　
　
鱗
卑
五
百
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
ご

68
2
　
で
は
今
田
恵
（
6
総
》
6
窃
G
。
）
、
宮
城
音
弥
（
6
㎝
卜
。
M
二
版
お
①
α
）
、
　
ヒ
ル
ガ
ー
ド
（
　
二
版
H
8
b
。
b
四
版
お
零
）
、
　
G
・
A
・
ミ
ラ
ー

　
　
（
罎
陣
罵
①
同
ド
リ
①
b
っ
）
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
今
田
教
授
は
そ
の
「
心
理
学
」
（
H
ゆ
α
b
っ
”
岩
波
）
の
第
十
八
章
に
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
「
知
覚
も
心
的
活
動
の
一
つ
で
あ
る
。
即
ち
知
覚
す
る
と
い
う
作
用
を
指
す
の
で
あ
る
。
心
的
活
動
を
刺
激
に
対
す
る
生
活
体
の
反
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
と
見
る
立
場
か
ら
い
え
ば
、
与
え
ら
れ
た
刺
激
に
対
し
知
覚
的
に
反
応
す
る
こ
と
で
あ
る
…
…
」
と
。

　
　
　
又
、
一
九
五
八
年
の
「
現
代
の
心
理
学
」
（
岩
波
）
で
は
、
知
覚
す
る
こ
と
は
、
「
六
宮
的
刺
激
に
対
し
て
意
味
的
に
反
応
す
る
こ
と
で

　
　
あ
る
。
…
…
知
覚
は
刺
激
の
函
数
で
あ
る
と
と
も
に
、
知
覚
者
の
性
質
の
函
数
で
も
あ
る
し
（
唱
』
ω
G
。
）
と
述
べ
、
知
覚
者
の
役
割
を
強
調

　
　
し
た
点
が
興
味
深
い
変
化
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
五
〇
年
代
の
傾
向
の
反
映
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
宮
城
教
授
の
「
心
理
学
入
門
し
　
（
岩
波
）
は
、
心
理
学
概
論
と
し
て
、
基
本
的
に
ヒ
ュ
…
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
立
場
で
つ
ら
ぬ
か
れ
て

　
　
い
る
。
そ
の
第
　
版
は
一
九
五
二
年
で
あ
り
、
第
二
版
は
一
九
六
五
年
に
改
訂
さ
れ
た
。
共
に
立
場
は
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
知
覚
に
関
す

　
　
る
限
り
、
本
稿
に
関
係
す
る
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
注
欝
し
た
い
。
先
ず
第
～
版
で
は
、
第
四
章
「
知
覚
…
行
動
の
刺
激
」

　
　
で
あ
っ
た
が
、
第
二
版
で
は
、
第
六
章
「
知
覚
一
行
動
の
手
が
か
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
す
で
に
静
的
な
表
現
か

　
　
ら
機
能
約
な
表
現
へ
の
発
展
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
第
～
版
で
は
「
一
定
の
『
物
』
に
対
し
て
特
認
の
適
応
を
行
う
た
め
に
そ
の
物
の
性
質

　
　
を
つ
か
む
作
用
を
知
覚
と
呼
ぶ
」
（
℃
誌
G
。
）
と
い
い
、
第
二
版
で
は
「
感
覚
器
官
に
よ
っ
て
環
境
の
情
報
を
つ
か
む
働
き
を
知
覚
と
い
う
」

　
　
と
定
義
し
て
い
る
。
又
、
第
二
版
で
は
次
の
よ
う
な
特
徴
あ
る
項
擾
が
設
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
知
覚
と
世
界
」
の
意
馬
で
は
、
「
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
…
外
界
を
認
め
る
働
き
は
『
わ
れ
わ
れ
の
か
ら
だ
を
保
っ
て
ゆ
く
た
め
に
の
み
与
え
ら
れ
て
い
る
』
（
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
）
の
で
あ
る
」
こ

　
　
と
が
強
調
さ
れ
、
　
「
知
覚
欲
求
」
と
い
う
項
で
は
、
　
「
知
覚
活
動
は
適
応
行
動
の
手
段
で
あ
っ
て
、
昔
、
考
え
て
い
た
よ
う
に
、
外
界
を

　
う
つ
す
鏡
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
、
つ
ね
に
刺
激
を
求
め
、
知
覚
活
動
に
よ
っ
て
道
を
さ
が
そ
う
と
す
る
傾
向
が

　
　
あ
っ
て
、
知
覚
欲
求
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
述
の
ヒ
ル
ガ
ー
ド
や
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ス
の
立
場



　
　
と
一
致
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
又
、
下
物
の
知
覚
」
で
は
「
知
覚
は
生
物
学
的
基
礎
を
も
つ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
社
会
を
離
れ
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
、

　
　
「
知
覚
と
行
動
」
の
項
で
は
「
知
覚
は
適
応
の
季
・
段
で
あ
る
か
ら
、
行
動
の
一
部
で
あ
る
。
…
…
」
と
の
べ
て
、
ス
ト
ラ
ッ
ト
ン
の
逆
転

　
　
視
や
、
エ
イ
ム
ズ
の
ゆ
が
ん
だ
部
屋
の
例
を
ひ
き
、
　
「
環
境
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
覚
が
変
化
す
る
」
と
い
う
点
を
強
調
し
て
、

　
　
環
境
に
無
関
係
に
知
覚
と
い
う
働
き
が
あ
る
と
考
え
る
自
己
活
動
（
ρ
無
。
凶
。
瓢
。
ロ
）
、
環
境
と
主
体
の
網
互
の
作
用
に
よ
る
と
考
え
る
相

　
　
互
関
係
（
μ
護
θ
①
壇
跨
O
け
困
O
雛
）
に
対
し
て
、
働
き
か
け
に
よ
っ
て
知
覚
が
生
ま
れ
る
と
い
う
干
渉
関
係
（
霞
碧
ω
p
。
亀
o
p
）
が
主
張
さ
れ
て
い
る

　
　
点
は
、
注
題
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
本
稿
で
問
題
と
す
る
よ
う
な
機
能
主
義
知
覚
理
論
を
体
系
化
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
の

　
　
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
ヒ
ル
ガ
ー
ド
の
「
心
理
学
序
説
」
は
　
九
五
三
年
に
初
版
が
出
て
か
ら
五
年
毎
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
第
三
版
（
回
り
①
い
）
と
ア

　
　
ト
キ
ソ
ソ
ソ
を
加
え
た
第
四
版
（
ド
⑩
①
刈
）
を
対
比
さ
せ
て
み
る
と
興
味
あ
る
動
向
に
気
付
く
。
こ
れ
は
心
理
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
都
合

　
　
も
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
も
、
著
し
い
変
化
と
し
て
、
　
「
知
覚
に
お
け
る
学
習
の
役
割
」
を
、
動
物
も
含
め
、
発
生
的
に

　
　
深
く
追
求
し
た
実
証
的
研
究
を
強
調
し
、
　
「
知
覚
に
お
よ
ぼ
す
影
響
」
と
し
て
、
特
に
「
注
意
（
餌
け
叶
①
丸
首
O
づ
）
の
神
経
生
理
」
が
加
え
ら

　
　
れ
た
こ
と
が
注
醤
さ
れ
よ
う
。
こ
の
点
、
た
と
え
ば
手
が
か
り
が
あ
い
ま
い
な
場
合
な
ど
に
は
人
格
特
性
が
知
覚
的
ひ
ず
み
に
影
響
す
る

　
　
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
む
し
ろ
後
退
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
ウ
ィ
ト
キ
ン
等
の
考
え
（
場
依
存
性
の
こ
と
）
と
か
フ
レ
ン
ケ
ル
・

　
　
ブ
ル
ソ
ス
ビ
ッ
ク
の
考
え
（
あ
い
ま
い
さ
へ
の
耐
性
な
ど
を
含
む
）
な
ど
に
言
及
す
る
こ
と
を
止
め
、
又
、
ト
ラ
ソ
ズ
ア
ク
シ
ョ
ニ
ス
ト

　
　
の
業
績
引
用
も
、
も
っ
ぱ
ら
学
習
の
効
果
と
し
て
瞬
義
性
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

　
　
　
ミ
ラ
ー
の
「
心
理
学
」
は
、
知
覚
に
関
係
す
る
分
野
を
三
つ
の
章
に
わ
た
っ
て
叙
述
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
七
章
「
知
覚
の
分
析
」
、

　
　
第
八
章
「
空
間
」
、
第
十
章
「
認
め
る
こ
と
と
見
わ
け
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
最
も
新
し
い
動
向
は
、
知
覚
を
情
報
処
理
の
立
場
か

　
　
ら
検
討
し
、
説
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
方
向
へ
の
進
展
は
　
九
六
〇
年
代
の
知
覚
の
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と

692　
　
　
　
　
　
知
覚
理
論
に
お
け
る
機
能
主
義
の
展
開
と
知
覚
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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六
四

む解　
　
で
あ
ろ
う
。
次
に
ミ
ラ
…
の
所
説
を
若
干
引
用
し
て
現
代
の
動
向
を
暗
示
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
「
知
覚
が
ふ
だ
ん
感
覚
器
嘗
か
ら
実
際
に
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
を
越
え
て
ゆ
く
、
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

　
　
か
…
…
」
　
「
大
部
分
の
心
理
学
者
は
、
も
は
や
知
覚
の
世
界
を
感
覚
の
要
素
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
し
な
い
し
、
ま
た
単
純
な
経

　
　
験
だ
け
を
し
ら
べ
れ
ば
複
雑
な
経
験
も
わ
か
る
と
考
え
る
こ
と
も
な
い
。
知
覚
を
研
究
し
て
い
る
心
理
学
者
は
、
　
『
こ
の
知
覚
を
ど
の
よ

　
　
う
に
し
た
ら
基
本
と
な
る
原
子
に
分
析
で
き
る
か
臨
と
い
う
古
い
問
題
意
識
を
は
な
れ
て
、
別
の
問
題
提
起
を
し
は
じ
め
て
い
る
。
そ
れ

　
　
は
『
知
覚
す
る
人
が
、
自
分
の
と
り
入
れ
る
情
報
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
変
換
を
行
な
っ
て
い
る
の
か
を
発
見
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ

　
　
い
か
』
と
い
う
聞
い
か
け
方
で
あ
る
」
（
ミ
ラ
…
ド
Φ
①
セ
○
）

　
以
上
、
現
代
心
理
学
に
お
け
る
知
覚
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
、
認
知
論
の
立
場
か
ら
機
能
的
観
点
の
展
望
を
試
み
た
。
活
動
と
し
て

の
知
覚
、
い
わ
ゆ
る
内
的
な
諸
要
因
お
よ
び
過
程
を
考
慮
す
る
こ
と
に
注
意
が
払
わ
れ
た
。
特
に
、
い
わ
ゆ
る
恒
常
性
行
動
の
意
義
と
、

そ
の
位
置
づ
け
が
、
機
能
主
義
的
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
た
。
な
お
本
稿
は
、
拙
著
「
6
冨
霧
餌
。
臨
○
註
ω
ヨ
か
ら
み
た
知
覚
活
動
の
問
題
」

（
H
⑩
①
①
）
、
「
視
空
闘
知
覚
に
お
け
る
セ
ッ
ト
の
問
題
」
（
同
O
㎝
G
。
）
な
ど
と
共
に
、
筆
者
の
学
位
請
求
論
文
「
視
空
間
知
覚
に
お
け
る
認
知
的

過
程
の
研
究
」
に
お
け
る
理
論
的
考
察
の
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

文

献

秋
田
宗
平
　
　
一
九
六
五
年
　
感
覚
の
研
究
。
心
理
学
評
論
、
九
、
五
六
…
六
七
頁
。
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　　　pereep重量on　a磁pereep加al　proわlems

b2　Shigeru　Ohba

　　This　paper　is　to　present　an　overview　of　discussions　about　the　basic

problems　and　theories　on　percel　tion　whlch　have　developed　in　this　half

century　in　various　directions，　especially　with　reference　to　the　functionalistic

standpoint，　where．perception　was　observed　and　analysed　as　an　act　or

perceptual　activity．

　　1　discussed　the　general　background　of　functlonalism　as　represented　by

Wllliam　James（1890）　and　Harvey　Carr（1935），　and　then　the　following　topics

were　selected　to　be　discussed　as　they　would　have　important　implications　to

the　aevelopment　of　the　modern　theorles　of　perception．

1　Basic　characteristic　and　research　method　of　perceptual　1〈nowledge　system．

2　Problem　of　sensation　and　pereeption：　‘Konstanzannakme’　and　constancy

　　　phenomenon．　，
3　Yatabe’s　perceptual　theory　o£　representative　selection．

4The　main　fie1δs　ln　perception　of皿odem　psychology．

5　The　implication　of　perceptual　constancy．

6　The　perceptual　constancy　vlewed　｛rom　the　transactiona｝　standpoint．

7　Researches　of　perception　in　cognitive　theory　：　Woodworth’s　reinforcement

　　　theory，　Hilgard’s　goals　theory，　Bruner　and　Postman’s　hypothesis　or　ex－

　　　pectancy　theory，　Murphy　and　Solleゾs　perceptual　act　and　schemata

　　　theory，　and　the　new　theory　of　preparatory　set．

　　Current　lnterpretations　of　perceptual　activity　were　discussed　in　referece

to　｛our　eminent　psychologists：　M．　lmada，　O．　Miyagi，　E．　R．　Hilgard，　and

G．　A．　Miller．
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