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臨
床
の
知
と
し
て
の
フ

ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

文
化
人
類
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
再
考
す
る

高
橋

巌
根

〈
要
旨
〉

文
化
人
類
学
が

現
在
抱
え

て
い
る
問
題

の

一
つ
に

「
民
族
誌
的

リ
ア
リ
ズ

ム
」

へ
の
疑

問
が
あ
る

。
近
年

の
議
論

の
流

れ
で
は
、

こ
れ

を
否
定
し
別

の
方
法

(と
く

に
解
釈

学

的
方
法
)

に
よ

っ
て
お
き

か
え
よ
う
と
す
る
方
向

へ
傾
き

つ

つ
あ
る
。
だ
が

、
そ
う

し

た
試
み
が
始
ま

っ
た

の
は

そ
う
最

近

の
こ
と

で
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、

リ
ア
リ
ズ

ム

の
否
定
は

不
徹
底

に
終
わ

っ
て
い
る
。
筆
者

の
主
張

は
、
確
か

に
い
わ
ゆ
る

「
民
族

誌

的
リ
ア

リ
ズ

ム
」

を
維
持

し
続

げ
る

こ
と
は
も

は
や
不
可
能
だ

が
、
リ
ア

リ
ズ

ム
そ
の

も

の
を
否
定
す

る

の
で
は
な
く

、
「そ
れ
を
少
な

く
と
も
次

の
2

つ
の
条
件
と
照
ら

し
合

わ
せ
て

〈
更
新
〉

し
て

い
く

こ
と
に
あ
る
。
そ

の

二
つ
の
条
件

と
は
、
文
化
人
類
学

以

外

の
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル

の
考
察
を

主
と
す
る
社
会
科
学

に
残
り

つ
づ

け
て

い
る
近
代
主

義

的
枠
組
み

の
中

で

の
民
族
誌

の
位

置
つ
げ

の
問
題

と
、
リ
ア

リ
ズ

ム
を
肯
定
し
な
が

ら

そ
の
成
立
根
拠
を

問
う

「倒
錯
的
戦
略
」

(蓮
見
重
彦
)

で
あ
る
。

キ

ー
ワ
ー
ド

臨

床
の
知

、
近
代

主
義
的
枠
組

み
、
民
族
誌
的

リ
ア
リ
ズ
ム

、
倒
錯

的
戦
略

、
リ
ア

リ
ズ

ム
の

〈
更
新
〉
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今
日
、
文
化
人
類
学
は
危
機
的
状
況
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
危
機
の
兆

候
と
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

一
つ
に
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
方
法
に
対
す
る
懐
疑
が
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で

一

人

(な
い
し
通
常
は
少
数
)
の
研
究
者
が
把
握
で
き
る
よ
う
な
小
規
模
な
社
会

の
詳
細
な
描
写
が
、

一
体
何
に
な

る
と
い
う
の
か
?
か

つ
て
は
、
こ
の
方
法
で

専
門
家
以
外
の

一
般
読
者
を
も
あ

っ
と
言
わ
せ
る
よ
う
な

「
発
見
」
が
で
き
た

か
も
し
れ
な
い
が
、
今
で
は
す

っ
か
り
マ
ソ
ネ
リ
ズ
ム
に
陥

っ
て
し
ま

っ
て
い

る
。
さ
ち
に
、
今
日
の
世
界
で
急
速
に
進
行
し
て
い
る
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
と
の
関
連
を
ど
の
よ
う
に
し
て
説
明
す
る
の
か
?
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
決
し

て
ご
く
最
近
の
も
の
で
は
な
い
が
、
文
化
人
類
学
者
は
い
ま
だ
そ
れ
に
対
し
て

有
効
な
答
え
を
見
い
だ
せ
な
い
ま
ま
で
い
る
。

確
か
に
ポ
ス
ト
モ
ダ

ニ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
文
化
人
類
学
者
た
ち
が
、
マ
リ
ノ

フ
ス
キ
ー
の
時
代
以
来
、
文
化
人
類
学
者
の
現
地
調
査
を
支
え
て
き
た
パ
ラ
ダ

イ
ム
の

一
角
を
な
す

「民
族
誌
的

リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
後
に
と
り
あ
げ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
立
場
を
さ
ら
に
徹

底
さ
せ
て
、そ
の
よ
う
な
リ
ア
リ
ズ

ム
の
完
全
放
棄
を
訴
え
る
論
者
も
い
る
[
杉

島

一
九
九
五
]
。
し
か
し
筆
者

は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
放
棄
は
文
化
人
類
学
じ

た
い
の
自
己
否
定
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
立
場
を
と
る
。
必
要
な
の
は
、
リ
ア

リ
ズ
ム
を
放
逐
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
わ
た
し
た
ち
が
採
用
し
て
き
た
リ
ア
リ

ズ
ム
の
ど
こ
に
問
題
が
あ

っ
た
の
か
を
捉
え
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
更
新
し
て

い
け
ば
よ
い
の
か
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
、
杉
島
氏
が
と
る
よ
う
な
、

リ
ア
リ
ズ
ム
を
単

一
の
も
の
と
し
、
そ
れ
を
反
リ
ア
リ
ズ
ム
と
対
立
的
に
捉
え

た
う
え
で
否
定
す
る
と
い
う
論
法

は
有
効
で
は
な
い
と
考
え
る
。
む
し
ろ
、
リ

ア
リ
ズ
ム
を
い
っ
た
ん
肯
定
し
、
そ
の
成
立
根
拠
を
問
い
続
け
る
と
い
う
形
を

と
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

リ
ア
リ
ズ
ム
再
考
の
た
め
の

〈
臨
床
の
知
〉

文
化
人
類
学
の
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
を
模
索
す
る
う
え
で
、
筆
者
が
拠
り
所

と
し
た
い
と
考
え
て
い
る
の
が
、
哲
学
者
中
村
雄
二
郎
が
提
起
し
た

〈臨
床
の

知
〉
の
思
想
で
あ
る
。
こ
の
思
想
を
簡
潔
に
述
べ
た
氏
の
著
書

『臨
床
の
知
と

は
何
か
』
じ
た
い
は
新
書
版
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
哲
学
の
専
門
的
な
領
域
で

の
新
し
い
知
見
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
氏
が
哲
学
者
と
し
て
の
経
歴
を

通
じ
て
追
求
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
が

〈
臨
床
の
知
〉
と
い
う
単

一
の

概
念
に
よ

っ
て
統

一
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
で
重
要
な
著
作
で
あ
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
〈
臨
床
の
知
〉
が
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
に
と

っ
て
の
出
発
点

と
な
る
こ
と
を
象
徴
的
に
示
す
箇
所
が
、
ま
さ
に
こ
の
書
の
冒
頭
に
あ
る
。
そ

れ
は
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
小
説

『手
帖
』
の

一
節
が
引
か
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

《
あ
る
控
え
め
な
男
の
た
め
に
お
祝
い
の
会
が
開
か
れ
た
。
集
ま

っ
た
人

々

は
、
ち
ょ
う
ど
い
い
機
会
と
ば
か
り
、
て
ん
で
に
自
慢
を
す
る
や
ら
、
褒
め
合

い
を
す
る
や
ら
で
時
間
の
経

つ
の
を
忘
れ
た
。
食
事
も
終
わ
ろ
う
と
い
う
頃
に

な

っ
て
人

々
が
気
が

つ
い
て
み
る
と
i
当
の
主
人
公
を
招
く
の
を
忘
れ
て
い

た
。》
[中
村

一
九
九
二
冖
二
凵

こ
こ
で
、
「
集
ま

っ
た
人
々
」
を
既
成
の
理
論
や
学
問
、
「
招
か
れ
な
か

っ
た
主
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人
公
」
を

〈現
実
〉
で
あ
る
と
す
る
と
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
こ
の
短
編
は
両
者
の

間
の
ず
れ
を
見
事
に
表
現
し
た
も

の
と
し
て
読
め
る
の
で
は
な
い
か
と
示
唆
す

る
。
話
を
文
化
人
類
学
に
こ
と
寄
せ
て
み
れ
ば
、
構
造
主
義
、
ネ
オ

・
マ
ル
ク

シ
ズ
ム
、
経
済
人
類
学
、
医
療
人
類
学
、
最
近
で
は

「
実
験
的
民
族
誌
」
と
呼

ば
れ
る
試
み
な
ど
の
よ
う
に
、
こ
の
学
問
の
中
で
は
流
行
と
言

っ
て
よ
い
く
ら

い
に
次
か
ら
次

へ
と
新
た
な
理
論
や
分
野
が
登
場
す
る
け
れ
ど
も
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
〈現
実
V
を
研
究
の
場

に
必
ず
し
も
う
ま
く
招
き
入
れ
る
こ
と
が
で

き
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と

が
文
化
人
類
学
の
今
日
の

「危
機
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
と
密
接
な
関
係
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も

っ
と
も
各
種
の
思
想
、
い
く

つ
も
の
思
考
の
試
み
を

く
現
実
V
の
解
明
に

収
斂
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
、
文
化
人
類
学
で
は
実
は
決
し
て
新
し
い
こ
と
で
は

な
い
か
も
し
れ
な

い
。

マ
リ
ノ

フ
ス
キ
ー
が

『
呪
術

・
科
学

・
宗
教
』

[髯
9。ぎ
o
ミ
ω霞

H㊤
課

(
一
九
四
八
)
凵
や
そ
の
他
の
民
族
誌
の
中
で
、
未
開
人

の

「生
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
き
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
観
念
や
単
な
る
表

象
に
よ

っ
て
そ
れ
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
が
あ

る
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
こ
こ
で

く現
実
V
と
い
う
呼
び
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は

一
体
何

の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
通
常
、
文
化
人
類
学
を
含
め
た
人
間
諸
科
学
の
危
機

が
叫
ば
れ
る
と
き
、
よ
く
問
題
に
さ
れ
る
の
は

「
人
間
の
喪
失
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
あ
る
。
ご
く
最
近
に
も
、
こ
の
学
問
を
対
象
と
す
る
学
会
で
焦
眉
の
課
題

と
な

っ
て
い
る

「学
会
名
称
変
更
問
題
」
に
関
し
て
、
中
村
光
男
氏
は

「危
機

を
克
服
す
る
た
め
の
道
は
人
類
学

に
お
け
る
人
間
の
復
活
に
あ
」
る
と
し
て
い

る
し

[
日
本
民
族
学
会

一
九
九
五
"
五
三
凵
、
河
合
隼
雄
氏
は
心
理
療
法
家

を
対
象
と
し
た
ブ

ッ
ク
ガ
イ
ド
の
最
後

の
章
で

『臨
床
の
知
と
は
何
か
』
を
人

間
理
解
の
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
紹
介
し
て
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
大
切
さ

を
伝
え
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
と
結
ん
で
い
る

[
河
合

一
九
九
三
]
。

中
村
雄
二
郎
氏
が
言
う

〈
現
実
〉
を
単
純
に

「
人
間
」
の
こ
と
で
あ
る
と
し

て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
フ
ー
コ
ー
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く

「人
間
」
と
い
う

の
は
い
ま
や
十
分
プ

ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
概
念
で
あ
る
か

ら
、
本
職
の
哲
学
者
と
し
て
の
氏
は
こ
の
言
葉
を
避
け
る
。
そ
し
て
、
そ
の
代

ね
り
に
大
ざ

っ
ぱ
に
言

っ
て
、
〈
現
実
〉
と
は
第

一
に

〈
生
命
現
象
〉
で
あ
り
、

第
二
に
対
象
と
の

〈
関
係
の
相
互
性
〉
(あ
る
い
は
相
手
と
の
交
流
)
の
こ
と

で
あ
る
と
し
て
い
る

[中
村

一
九
九

二
…五
]
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
は
互

い
に
結
び

つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
文
化
人
類
学
の
立
場
か
ら
は
前
者
よ
り
も

後
者
が
よ
り
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
、
以
下
の
議
論
で
は

〈相
互
性
〉
の

問
題
に
絞

っ
て
論
述
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

『臨
床
の
知
と
は
何
か
』
に
登
場
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
の
中
で
、
文
化
人

類
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
も

っ
と
も
関
係
が
深
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
第

皿
章
の

〈
経
験
〉
と

く
実
践
V
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
氏

の
言
う

〈
現
実
〉
の
第
二
、
関
係
の
相
互
性
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
中
村
氏
は

経
験
が
経
験
と
な
る
た
め
に
必
要
な
条
件
と
し
て
三
点
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ

の
う
ち
の
二
点
が
相
互
性
と
関
連
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の

一
つ
は
自
己
が
何

か
の
出
来
事
に
出
会

っ
て

〈
能
動
的
に
〉
振
る
舞
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
い

ま

一
つ
は
そ
の
行
為
の
結
果
と
し
て
返

っ
て
く
る

く他
者
か
ら
の
働
き
か
け
を

受
け
と
め
な
が
ら
V
振
る
舞
う
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
気
を

臨床の知 としてのフ ィール ドワーク131



つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

こ
う
し
た
能
動
性
や
受
動
性
、
そ
の
双
方
の

弁
証
法
的
関
係
を
た
だ
単
に
形

式
的

・
論
理
的
な
も
の
と
捉
え
る
の
で
は
な

く
、
生
身
の

〈
活
動
す
る
身
体
〉
を
そ
な
え
た
主
体
が
お
こ
な
う
相
互
行
為
と

し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
場
合
の
身
体

は
精
神
/
身
体
の
二
元
論
の
中
の

一
方

の
項
の
こ
と
で
は
な
く
、
《
精
神
と
は

活
動
す
る
身
体
で
あ
る
》
と
い
う
意
味
で
精
神
と
不
可
分
な
も
の
と
し
て
の
身

体
を
指
す
の
で
あ
る
。
精
神
が
身
体
の
活
動
と
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
抽
象

的
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
と
同
時
に
、
身
体
が
生
き
て
い
る
と
い
う

の

は
そ
こ
に
精
神
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。と
す
れ
ば
、

関
係
の
相
互
性
に
と

っ
て
活
動
す

る
主
体
の
身
体
性
を
考
慮
す
る
こ
と
溺
不
可

欠
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
ま
さ
に
こ
れ
が
氏
の
言
う
相
互
性
の
第
三

の
条
件
な
の
で
あ
る
。

身
体
性
の
重
視
と
い
う
観
点
を
文
化
人
類
学
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
即

し
て
考
え
て
み
れ
ば
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ツ
や
民
族
誌
を
ま
と
め
る
と
い
う
め

ん
ど
う
な
作
業
じ
た
い
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
の
身
体
性
が
賭
け
ら
れ
て
い

る
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
文

化
人
類
学
や
社
会
学
な
ど
社
会
科
学

の
フ

ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
関
す
る
入
門
書
、
そ
の
名
も

『
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
』
の

著
者
、
佐
藤
郁
哉
氏
も
こ
の
書
の
中
の

「
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ツ
」
に

つ
い
て
の

項
で
こ
の
点
を
強
調
し
て
い
る

[
佐
藤

一
九
九
二
二

八
O
l

一
八
五
凵
。

佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
カ
ー
が
異
な
る
文
化
の
現
場
で
の
カ
ル

チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
体
験
は
フ
ィ
ー

ル
ド
ノ
ー
ツ

(な
か
で
も
と
り
わ
け
、

一
日

な
い
し
数
日
に
わ
た
る
出
来
事
の
観
察
や
そ
れ
に
対
す
る
考
察
を
ま
と
め
清
書

し
た
記
録
)
を
書
く
と
き
に
起
こ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー

ツ
を
ま
と
め
る
際
に
は
、
網
羅
的
な
記
録
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
が
肝
心
な
点

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

「網
羅
的
」
と
言

っ
て
も
何
か
ら
何
ま
で
書
け
ば
い
い
と

い
う
も
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
狙
い
が
あ
る
。
そ
れ
を
順
に
列
挙
す
る
と
、

①
自
分
が
関
心
を
も

っ
て
い
る
問
題
で
は
な
い
こ
と
に
関
わ
る
出
来
事
を
も
拾

い
上
げ
、
自
分
の
仮
説
に
都
合
の
悪
い
知
見
を
無
視
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

す
る
。
②

つ
い
つ
い
目
が
向
か
い
が
ち
な
、
い
わ
ゆ
る
エ
キ
ゾ
チ

ッ
ク
な
風
俗

や
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
出
来
事
で
は
な
い
、
ご
く
当
た
り
前
に
思
え
る
出
来
事
を

も
漏
ら
さ
な
い
。
①
と
②
は
、
後
で
実
は
そ
の
と
き
は
考
え
も
し
な
か

っ
た
よ

う
な
出
来
事
が
重
要
で
あ
る
と
わ
か

っ
た
よ
う
な
場
合
、
あ
い
ま
い
な
記
憶
に

頼
ら
ず
に
出
来
事
を
再
生
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
の
処
置
で
あ
る
。
③

フ
ィ
ー
ル
ド
の
文
化
や
慣
習
に
対
す
る
過
度
の
慣
れ
に
よ

っ
て
起
こ
る
感
覚
の

鈍
化
を
防
ぐ
。
こ
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
た
め
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ツ
の
作

成
は
、
自
分
の
慣
れ
親
し
ん
だ
土
地
で
は
な
い
異
質
な
環
境
下
に
あ

っ
て
た
だ

で
さ
え
消
耗
し
や
す
い
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
の
疲
労
を
倍
増
さ
せ
か
ね
な
い

要
因
と
な
る
。
書
き
進
め
て
い
け
ば
、
思
い
出
し
た
く
な
い
よ
う
な
不
愉
快
な

出
来
事
や
自
分
が
犯
し
た
手
痛
い
失
敗
を
蒸
し
返
し
再
体
験
す
る
こ
と
も
避
け

て
通
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

つ
ま
り
、
記
録
を
と
る
と
い
う
こ
と
が
、
出
来

事
の
結
果
を
冷
静
に
分
析
的
に
書
き
留
め
る
と
い
う
理
性
的
な
作
業
で
あ
る
ば

か
り
で
は
な
く
、
自
分
の
身
体
や
感
情
を
媒
介
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て

成
立
す
る
営
み
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
上
の
条
件
を
満
た
し
な
が
ら

「
網
羅
的
」
に
記
述
を
蓄
積
し
た
と

し
て
も
、
そ
の
量
が

一
人
の
人
間
に
可
能
な
範
囲
を
上
回

っ
て
し
ま
う
こ
と
は

大
い
に
あ
り
得
る
。
そ
の
場
合
に
、
何
が
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
の
基
準
と
し
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て
働

い
た
の
だ
ろ
う
か
?
こ
れ
ま

で
の
文
化
人
類
学
で
は
、
文
化
の
枠
組
み
と

い
う
保
証
や
全
体
性
と
い
う
前
提
が
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
個
々
の
研
究
者
を

支
え
て
い
た
。
だ
が
、
近
年
度

々
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
文
化
概

念
が
現
実
性
を
欠
い
た

一
つ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
に
し
か
す
ぎ
ず
、
社
会
科
学
あ

る
い
は
経
験
科
学
の
概
念
と
し
て
は
あ
ま
り
適
切
と
は
言
え
な
く
な

っ
て
き
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
も
は
や
文
化

人
類
学
の
問
題
で
な
い
と
は
言
え
な
い
。
(念
の
た
め
に
記
し
て
お
く
が
、
文

化
概
念
が
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
な
の
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

が
現
実
と
の
結
び
つ
き
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。)

そ
こ
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
の
身
体
的
な
経
験
や
実
践
に
対
し
て
、.〈
限

定
V
[註
参
照
]
と
並
ん
で
、
〈
決
断
〉

・
〈選
択
V
が
決
定
的
要
素
と
な

っ
て

現
れ
て
く
る
。
こ
れ
渉
、
中
村
氏
が
相
互
性
に
対
し
て
与
え
る
い
わ
ば
但
し
書

き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
、
相
互
の
関
係
の
中
に
依
存
や
あ
い
ま
い
さ

と
い
っ
た
要
素
を
持
ち
込
む
こ
ど

を
意
図
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
主
体
と
対

象

(行
為
の
相
手
や
世
界
)
の
間

に
起
こ
る
作
用
が
双
方
向
的
で
あ
る
だ
け
に
、

主
体
の
能
動
的
な
行
為
の
結
果
が
対
象
を
通
し
て
主
体
の
身
体
に
跳
ね
返
る
形

で
、
主
体
は

〈
受
苦
〉
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
単
純
に
精

神
的
な
苦
悩
ば
か
り
で
は
な
く
、
精
神
11
身
体

の
全
体
に
し
み
わ
た
る
感
覚
で

あ
る
。

・([註
凵
こ
こ
で
は
、
〈限
定
〉
は
2
つ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、

経
験
に
よ
る
自
己
の
限
定
で
あ
る
。
通
常
、
私
た
ち
は
、
自
己
と
い
う
主
体
が

経
験
す
る
も
の
と
考
え
渉
ち
だ
が
、
経
験
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
己

が
し
だ
い
に
形
成
さ
れ
て
い
く
と

い
う
側
面
も
理
論
の
中
に
含
め
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
こ
と
。
い
ま

一
つ
は
、
空
間
的

・
時
間
的
な
限
定
で
、
別
の
言
い
か

た
を
す
れ
ば

〈
ト
ポ
ス
の
知
〉
と
も
呼
べ
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
の
し
て
い
る
行

為
や
世
界
で
起
き
て
い
る
出
来
事
が
、
そ
れ
が
起
き
て
い
る
場
所
や
時
と
無
関

係
に
起
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
双
方
な
い
し
ど
ち
ら
か
と
密
接
に
関
わ

っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
。)

こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
知
の
あ
り
か
た
が
理
論
的

一

般
化
を
旨
と
す
る
近
代
科
学
や
そ
れ
に
影
響
を
受
け
た
学
問
の
方
法
と
は
対
極

に
た
つ
方
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

く
臨
床

の
知
V

自
体
が
そ
う
し
た
性
格
を
帯
び
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
知
の
形
態
を
こ
の
文
脈

の
中
で
限
定
す
れ
ば
、
そ
れ
は

〈
ト
ピ
カ
〉
の
知
と
呼
べ
る
知
の
系
譜
で
あ
る
。

こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

『
ト
ピ
カ
』
な
ど
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
始
ま

り
、
キ
ケ
ロ
を
経
由
し
、
近
代
で
は
ヴ
ィ
ー
コ
が
そ
の
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
。

あ
る
事
例
、
あ
る
ト
ピ

ッ
ク
は
、
論
理
的
に
整
序
さ
れ
た
議
論
や
体
系
的
に
組

織
さ
れ
た
技
術
を
用
い
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
論
理
や
体
系
か

ら
す
り
抜
け
て
し
ま
う
も
の
、
そ
れ
に
対
し
て
西
欧
の
哲
学
は

〈
賢
慮
〉
(
フ

ロ
ネ
ー
シ
ス

[ギ
リ
シ
ア
語
]、
プ

ル
ー
デ
ン
テ
ィ
ア

[
ラ
テ
ン
語
凵)
を
用
い

る
の
だ
と
し
て
き
た
。
だ
が
、
筆
者
は
哲
学
を
専
攻
す
る
者
で
は
な
い
の
で
深

入
り
す
る
の
は
避
け
、
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
知
の
潮
流
に
着
目
す
る
理
由
だ
け

は
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
れ
は
、
こ
の
思
想
の
流
れ
が
完
全
に
は
近
代
西
欧
の
外
部
に
位
置
し
な
い

(
つ
ま
り
、
そ
の
内
部
に
留
ま

っ
て
い
る
)
と
い
う
状
態
に
あ
り
な
が
ら
も
、

近
代
西
欧
思
想
の
主
流
と
は
異
な
る
系
譜
を
形
成
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
こ

に
、
こ
の
思
想
が
未
開
に
よ
る
文
明

へ
の
批
判
と
い
う
従
来
か
ら
の
定
形
的
パ

臨床の知 としてめフ ィール ドワー ク133



タ
ー
ソ
を
脱
し
た
批
判
力
を
持

つ
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
代
わ
り

に

「厚
い
記
述
」
な
ど
の
ギ
ア
ツ
の
思
想
を

と
り
あ
げ
て
論
じ
て
も
よ
か

っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
方
が
文
化
人
類
学
を
専

攻
す
る
者
に
と

っ
て
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

ギ
ア
ツ
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
批

判
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
限
り
、
こ
こ

に
ギ
ア
ツ
を
論
じ
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
青
木
保
氏
は

『
ロ
ー
カ
ル

・
ノ
レ

ッ
ジ
』
の
邦
訳
の
解
説
の
中
で
、
「
ギ
ア
ツ
の
方
法

の
可
能
性
と
限
界
」
と
し

て
ロ
ー
カ
ル

・
ノ
レ
ッ
ジ

(「
地
方
の
知
」
と
い
う

く
ト
ポ
ス
の
知
V
)
の
理
解

と
近
代
主
義
的
人
文

・
社
会
科
学

の
大
問
題
と
の
結
び
つ
け
の
困
難
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る

[ギ
ア
ー
ツ

一
九
九

一
"
四

一
九
ー
四
二
〇
]
。
し
か
し
、

ギ
ア
ツ
自
身
が
そ
う
し
た
困
難
を
自
分
(あ
る
い
は
自
分
た
ち
文
化
人
類
学
者
)

の
問
題
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
と
言
う
の
は
、
『
ヌ
ガ
ラ
』
の

日
本
語
版
序
文
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
人
類
学
的
著
作
は
、
小
さ
な
問
題
の
研
究
に
よ

っ
て
大
き
な
問
題
に
光
を

当
て
よ
う
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
村
、
あ
の
部
族
の
研
究
に
よ

っ
て
、
民

族
全
体
、
国
家
全
体
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
。
特
定
の
位
階
制
、
特
定
の
農

業
シ
ス
テ
ム
、
特
定
の
信
仰
パ
タ
ー
ソ
、
特
定
の
権
力
体
系
の
研
究
に
よ

っ
て
、

あ
ら
ゆ
る
位
階
制
や
農
業
や
宗
教
や
政
治
、
そ
の

一
般
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す

る
。
し
か
し
そ
の
語
り
口
は
間
接
的
で
不
明
瞭
で
頼
り
な
く
、
遠
回
し
な
指
摘

に
と
ど
ま
る
こ
と
が
多
い
。
読
者
が
直
接
の
理
解
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
も
の

が
何
で
あ
れ
、
あ
る
著
作
の
語
る
こ
と
が
そ
の
対
象
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で

ど
れ
ほ
ど
ま
で
関
わ
る
か
の
判
断
は
、
読
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
ゆ

一
般
化
の

可
能
性
は
、
眺
め
る
側
に
あ
る
の
で
あ
る
。」
[ギ
ア
ツ

一
九
九
〇

∵
皿
凵

も
ち
ろ
ん
、
文
化
人
類
学
者
が

「
眺
め
る
側
」
に
な

っ
て
も
よ
い
の
だ
が
、
そ

れ
は
文
化
人
類
学
者
の
責
務
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
し
て
も
し
な
く
て
も
よ
い

し
、
そ
う
す
る
こ
と
は
伝
統
的
な
文
化
人
類
学
の
範
囲
を
越
え
る
と
言

っ
て
よ

い
。
さ
ら
に
、
青
木
氏
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ギ
ア
ツ
は
別
の
箇
所
で
レ
ビ

"
ス
ト
ロ
ー
ス
の

「決
定
論
」
的
な
知
の
枠
組
み
を
退
け
よ
う
と
す
る

[Φ
①
奠
旨

H㊤
刈
ω
"三
四
五
ー
三
五
九
]
。
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
の
点
が
青
木
氏

の
論
評
の
最
も
肝
心
な
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
ヘ
ル
ム
ス
に
よ
る
バ
リ
の
王
の
葬

儀
の
描
写

[ギ
ア
ツ

一
九
九
〇

二

一
五
-

一
一
九
]
の
例
の
よ
う
に
、
民

族
誌
的
記
述
が
あ
る
意
味
で
西
欧
か
ら
見
た
異
文
化
に
対
す
る
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ

ズ
ム
の
域
を
出
な
い
と
す
れ
ば
、
ロ
ー
カ
ル

・
ノ
レ
ッ
ジ
も
結
局
は
欧
米
的
な

近
代
主
義

の
中
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
し
か
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
に
な

る
。こ

れ
は

一
人
ギ
ア
ツ
の
限
界
で
は
な
く
、
多
か
れ
少
な
か
れ

一
九
八
○
年
代

以
降
の
文
化
人
類
学
自
体
が
抱
え
た
問
題
で
も
あ
る
。
だ
が
、
青
木
氏
が
周
到

に
言
葉
を
選
ん
で
表
現
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
限
界
で
あ
る
と
同
時
に
可
能
性

で
も
あ
る
。
そ
れ
は

つ
ま
り
、
ギ
ア
ツ
が
到
達
し
た
地
点
を
踏
ま
え
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
そ
の
先
を
展
望
す
る
余
地
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
(残
念
な
が
ら
現
状
で
は
、
ギ
ア
ツ
は
ア
メ
リ
カ
の
人
文

.
社
会
科
学
者
の
中
で
は

「全
く
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
で
あ
る
そ
う
だ
し
、
さ

ら
に
日
本
で
は
、
青
木
氏
に
よ
れ
ば

「
ギ
ア
ー
ツ
の
著
作
を
理
解
す
る
教
養
と

知
性
を
備
え
た
者
は
ま
ず
ほ
と
ん
ど
こ
の
学
会

(文
化
人
類
学
)
に
は
い
な
い
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と
い

っ
て
よ
い
」
そ
う
で
あ
る

[ギ
ア
ー
ツ

一
九
九

一
"四

=
ニ
ー
四

一
五
凵。

仮
の
こ
の
言
葉
に
い
く
ぶ
ん
か
の
誇
張
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
確
実
に

言
え
る
こ
と
は
今
の
ま
ま
で
は
ギ

ア
ツ
を
踏
ま
え
た

「
ギ
ア
ツ
後
」
な
ど
問
題

意
識
に
の
ぼ
り
よ
う
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。)

〈
臨
床
の
知
〉
で
、
〈
選
択
V
や

〈
決
断
〉
を
重
視
す
る
と
い
う
と
き
、
そ

の
行
為
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
の
身
体
を
通
し
て
行
う
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
条

件
と
同
時
に
、
近
代
主
義
的
で
決
定
論
的
な
枠
組
み
に
ど
の
よ
う
に
し
て
関
わ

る
べ
き
か
と
い
う

マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
条
件
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

リ
ア
リ
ズ
ム
の
放
逐
か
、
更
新
か

杉
島
敬
志
氏
は
、
最
近
の
論
文
集

『
民
族
誌
の
現
在
』
の
中
の
論
文
で
、
J

・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
ら
の
ポ
ス
ト
モ
ダ

ニ
ス
ト
人
類
学
の
議
論
を
踏
ま
え
な
が

ら
、
こ
れ
か
ら
の
文
化
人
類
学
は
従
来
の

「
民
族
誌
に
は
異
文
化
の
現
実
が
正

確
に
し
か
も
全
体
的
に
表
象
さ
れ

て
い
る
」
[合
田

・
大
塚

一
九
九
五

"
二

〇
〇
凵
民
族
誌
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
放
逐
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
な

ぜ
リ
ア
リ
ズ
ム
が
放
逐
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
周

知
の
よ
う
に
、
民
族
誌
を
書
く
と

い
う
作
業
を
独
占
す
る
文
化
人
類
学
者
が
住

民
の
声
を
代
弁
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
支
配
し
圧
倒
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
非

対
称
的
な
関
係
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
化
人
類
学
者
の
権
威
を

ク
リ
フ
ォ
ー
ド
は

「
単
声
的
」
で
あ
る
と
言
う
の
だ
が
、
こ
の
単
声
的
権
威
を

否
定
す
る
と
い
う

こ
と
は
実
は
杉

島
氏
が
考
え
る
ほ
ど
簡
単
な
こ
と
で
は
な

い

。杉
島
氏
に
よ
れ
ば
、
リ
ア
リ
ズ

ム
の
放
逐
は

「
民
族
誌
的
研
究
に
パ
ラ
ダ
イ

ム
の
喪
失
状
態
を
も
た
ら
す
」

[合
田

・
大
塚

一
九
九
五

"
二
〇
八
凵
と
言

う
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
拠
り
所
と
し
て
研
究
を
続
け
て
き
た

人
類
学
者
の
共
同
体
を

一
時
的
に
せ
よ
大
き
く
揺
る
が
し
、
そ
の
結
果

こ
の
共

同
体
は
民
族
誌
的
研
究
の
正
当
性
を
保
証
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な

る
と
、
「
私
た
ち
は
そ
の
目
的
や
理
由
を
自
分
の
お
か
れ
て
い
る
社
会
的
状
況

と
の
関
連
で
問
い
、
そ
の
回
答
を
自
ら
の
思
想
と
し
て
提
示
す
る
ほ
か
な
い
。」

[合
田

・
大
塚

一
九
九
五
"
二
〇
八
]

杉
島
氏
は
、
こ
れ
が
リ
ア
リ
ズ
ム
の
放
逐
な
の
だ
と
言
う
。
確
か
に
、
二
十

世
紀
の
文
化
人
類
学
が
掲
げ
て
き
た
民
族
誌
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
維
持
す
る
こ
と

は
も
は
や
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
リ
ア
リ
ズ
ム
そ
の
も

の
の
放
逐
に
つ
な
が
る
と
自
動
的
に
言
え
る
わ
け
で
は
な
い
。

杉
島
氏
は
、
民
族
誌
的
研
究
な
い
し
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
意
義
を
研
究
者

個
人
渉
自
分
の
お
か
れ
た
状
況
と
の
関
連
で
問
い
直
す
中
か
ら
新
た
な
パ
ラ
ダ

イ
ム
が
生
ま
れ
て
く
る
だ
ろ
う
と
予
言
す
る
。
だ
が
、
「ど
の
よ
う
な
思
想
的

営
為
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
か
を
見
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
。」
[合
田

・
大
塚

一
九
九
五
"
二
〇
八
]
さ
ら
に
は
、
「苛
酷
な
土
地
を
よ
ろ
め
き
な
が
ら
進

む
」
(グ

ヅ
ド
マ
ン
)
ほ
か
な
い
と
ま
で
言
う
。

本
当
に
、
彼
の
言
う
よ
う
な
試
行
錯
誤
し
か
道
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も

ち
ろ
ん
筆
者
は
試
行
錯
誤
の
努
力
が
惜
し
く
て
こ
う
い
う
の
で
は
な
い
。
民
族

誌
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
代
わ
る
方
法
を
模
索
す
る
と
き
、
反
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場

に
立
つ
よ
り
も
む
し
ろ
、
リ
ア
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
を
再
考
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
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道
を
切
り
開
く
べ
き
で
は
な
い
か

と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
蓮
見
重
彦
氏

の

「倒
錯
的
戦
略
」
[蓮
見

一
九
八
五

(
一

九
七
九
)

"
一
四
七
-

一
八
四
凵
を
念
頭
に
置
く
と
き
、
不
可
欠
の
態
度
と
な

る
。
蓮
見
氏
の
こ
の
評
論
は
無
論
文
学
を
批
評
す
る
た
め
の
も
の
だ
が
、
そ
れ

を
杉
島
氏
の
議
論
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

蓮
見
氏
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば

、杉
島
氏
は
、民
族
誌
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
「罠
」

だ
と
言

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
は

「罠
」
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い

の
だ
が
、
杉
島
氏
は
そ
の
あ
り
も
し
な
い
罠
に
向
か

っ
て
自
分
だ
け
は
罠
に
は

ま
る
ま
い
と
身
構
え
る
。
し
か
し
、
皮
肉
な
こ
と
に

「罠
」
で
あ
る
と
さ
れ
た

物
語
"
リ
ア
リ
ズ
ム
の
中
に
、
そ
れ
を
否
定
す
る
論
理
も
す

っ
ぽ
り
収
ま

っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
証
拠

に
、
杉
島
氏
は
、
文
化
人
類
学
者
の

「
単
声

的
権
威
」
を
否
定
す
る
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
後
に
研
究
者
個
人
の
置
か
れ
た

状
況
と
の
関
連
づ
け
の
う
え
で
の
思
想
的
営
為
を
認
め
て
い
る
点
で
そ
れ
を
否

定
し
切
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
思
索
を
巡
ら
せ
て
い
る
の
は
結
局
、
文
化
人
類

学
者
た
だ

一
人
な
の
で
あ
る
。
「
単
声
的
権
威
」
を
否
定
す
る
と
い
う
の
な
ら
、

例
え
ば

〈
臨
床
の
知
〉
渉
掲
げ
る
よ
う
に

〈関
係
の
相
互
性
〉
に
触
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
形
で
、
調
査
者
と
調
査
を
受
け
る
側
と
の
非
対
称
を

見
直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
こ
の
、
民
族
誌
を
記
述
す
る
側
の

「
権
威
」
を
否
定
す
る
と
い

う
こ
ど
に
関
し
て
は
微
妙
な
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
権
威
を
否
定
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
記
述
に
対
す
る
責
任
も
ま
た
曖
昧
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ギ
ア
ツ
は

『
作
品
と
生
』
の
中
で
、
「著
者
で
あ

る
と
い
う
重
荷
は
逃
れ
よ
う
が
な

い
。
そ
れ
が
ど
ん
な
に
重
み
を
増
し
た
と
し

て
も
、
『方
法
』
や

『
言
語
』
や
…
あ
る
い
は
共
著
者
と
し
て
再
描
写
さ
れ
た

.
『
ひ
と
び
と
自
身
』

へ
と
転
嫁
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
」

[
O

①
o
腎
N

H
㊤。。。。
二

四
〇
]
と
述
べ
て
い
る
。

杉
島
氏
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
放
逐
を
掲
げ
な
が
ら
、
そ
れ
を
議
論
の
う
え
で
す

ら
徹
底
し
て
い
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
、
氏
が
こ
の
論
文
の
前
段
で
「「
ポ

ス
ト
モ
ダ

ニ
ス
ト
」
た
ち
の
議
論
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
引
力
圏
か
ら
離
脱
し
て
い

る
と
は
い
い
が
た
い
」
[合
田

・
大
塚

一
九
九
五
"
二
〇
五
凵
と
断
じ
て
い

る
だ
け
に
、
余
計
に
大
き
な
矛
盾
で
あ
る
。

蓮
見
氏
は
、
「物
語
は
勝
利
す
る
」
と
断
言
し
、
反
リ
ア
リ
ズ
ム
を
退
け
る
。

反
リ
ア
リ
ズ
ム
は
ひ
そ
か
に
リ
ア
リ
ズ
ム
に
後
ろ
か
ら
加
担
し
、
そ
れ
を
強
化

す
る
だ
け
な
の
だ
。
正
当
性
を
も

つ
は
ず
の
批
判
が
、
陳
腐
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に

・

敗
れ
去
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は

「
倒
錯
的
戦
略
」
を
と
ろ
う

で
は
な
い
か
、
と
蓮
見
氏
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
議
論
に
好
都
合
な
こ
と
に
、
蓮
見
氏
は
こ
の
批
評
の
中
で
、
中
村

氏
の

『
哲
学
の
現
在
』
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
著
書
と

『臨
床
の
知
と
は

何
か
』
の
間
に
は
十
年
以
上
の
時
間
的
な
間
隔
が
あ
る
が
、
二
つ
の
著
書
で
中

村
氏
自
身
の
思
想
の
根
幹
は
大
き
く
変
わ

っ
て
い
な
い
と
見
て
よ
い
。
少
な
く

と
も
蓮
見
氏
の
批
評
に
関
す
る
限
り
、
何
の
変
わ
り
も
旗
い
。
し
た
が

っ
て
、

以
下
の
批
評
も
基
本
的
に

〈
臨
床
の
知
〉
に
対
し
て
当
て
は
ま
る
と
考
え
て
よ

い
。中

村
氏
は

『哲
学
の
現
在
』
で
、
「歴
史
の
う
ち
で
私
た
ち
人
間
に
よ

っ
て

無
意
識
に
つ
く
ら
れ
た
、
目
に
見
え
な
い
制
度
」
が

「
意
識
的
に
つ
く
ら
れ
た

制
度
、
目
に
見
え
る
制
度
に
劣
ら
ず
重
要
」
で
あ
る
と
言
い
、
不
可
視
な
も
の
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へ
の
凝
視
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
不
可
視
な
も
の
こ
そ
、
後
の
く臨

床
の
知
V
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
蓮
見
氏
は
、
そ
う
は
言

っ
て
も

な
ぜ
不
可
視
が
可
視
か
ら
識
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
問
う
。
リ

ア
リ
ズ
ム
が
不
可
視
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
こ
そ
、
そ
の
不
徹
底
さ
の
証
し

で
は
な
い
の
か
。
リ
ア
リ
ズ
ム
は
な
ぜ
か
い
つ
も
、
こ
の
両
者
の
は
ざ
ま
に
引

か
れ
る
境
界
線
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
て
し
ま
い
、
は
じ
め
か
ら
こ
の
線
が
い
か

な
る
力
学
に
従

っ
て
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
の
か
を
問
題
に
し
な
い
。そ
れ
が
、

リ
ア
リ
ズ

ム
に
対
し
て

(そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
を
避
け
な
が
ら
も
)
「倒
錯

的
戦
略
」
を
採
る
理
由
な
の
で
あ
る
。

真
に
不
可
視
の
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
こ
の
捏
造
さ
れ
た
境
界

線
を
信
仰
す
る
こ
と
が
な
く
な

っ
た
瞬
間
、
そ
れ
ま
で
可
視
、
不
可
視
と
さ
れ

て
き
た
諸

々
の
制
度
の

一
切
が
見
せ
始
め
る

〈
過
剰
〉
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
が
崩
れ
さ
る
瞬
間
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
よ
り
徹
底
し
た

リ
ア
リ
ズ
ム
へ
と
更
新
さ
れ
る
プ

ロ
セ
ス
の
始
ま
り
で
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

筆
者
は
、
文
化
人
類
学
と
い
う
学
問
に
特
徴
的
な
営
為
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
と
民
族
誌
記
述
を
再
考
す
る
た
め
の
拠
り
所
と
し
て
、
〈
臨
床
の
知
〉
を
と

り
あ
げ
て
み
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
基
本
的
な
枠
組
み

に
お
い
て
そ
れ
を
肯
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
既
に
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、
近
代
主
義
的
な
決
定
論
的
枠
組
み
の
意
外
な
求
心
力
の
強

さ
や
リ
ア
リ
ズ
ム
じ
た
い
の
不
徹
底
と
い
う
障
害
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は

容
易
に
頷
け
る
こ
と
と
思
う
。
む
し
ろ
、
筆
者
が
意
図
し
て
い
る
の
は
、
少
な

く
と
も
こ
の
二
つ
の
問
題
点

(障
害
は
他
に
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
)
に
照

ら
し
な
が
ら
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
更
新
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
〈更
新
〉
と
は
、

そ
れ
を
あ
く
ま
で
近
代
の
枠
組
み
の
外
部
に
置
か
な
い
状
態
で
、
徹
底
し
て
い

く
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
は

一
見
互
い
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
の
よ
う
に
も
思
え

る
が
、
不
徹
底
な
リ
ア
リ
ズ
ム
が
ま
さ
に
近
代
主
義
の
中
か
ら
出
て
き
だ
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
決
し
て
つ
な
が
り
を
も
た
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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            Fieldwork - knowledge as the clinical 

                      Iwane TAKAHASHI 

   One of the problems which cultural anthropology hold at present is the question to (ethnographic 

realism). Recent arguments on this matter tend to completely deny it and replace it with another 

method, especially with the interpretive method. Though their attempts have began in the decade be-

fore, the denial of realism has not yet been thorough. Certainly, I agree with them in that it is impossi-

ble to maintain the so-called (ethnographic realism), but the right way is not the denying of realism it-

self but the renewing it in reference to at least the following two conditions. One of them is problem 

of locating ethnography in the modernist framework of knowledge which continues to remain in the 

social sciences concentrating on the macro-level analyses (that is, those except cultural anthropology), 

and the other is the "perverse strategy" (by Shigehiko Hasumi) which never denies realism but keeps 

questioning how it has come to generate. 

Key Words 

   knowledge as the clinical 

   the modernist framework of knowledge 

   ethnographic realism 

   the perverse strategy 
    ,renewal' of realism

139 臨床の知 としてのフ ィール ドワー ク


