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序

（
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
そ
こ
に
み
て
と
っ
た
よ

知
覚
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て

＾
世
界
内
存
在
〉
と
し
て
の
生
物
と
そ
の
環
境

環
境
に
住
む
生
物
は
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
世
界
を
も
っ
て
い
る
。

り
生
物
は
そ
れ
ぞ
れ
の
種
に
特
定
的
な
仕
方
で
自
已
の
周
囲
と
き
り
結

び
を
持
ち
、
知
覚
し
運
動
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
生
物
は
刺
激
に
対

し
て
的
確
な
反
応
を
す
る
「
機
械
」
で
は
な
い
し
、
彼
ら
の
脳
が
種
々

の
刺
激
を
収
集
、
照
合
、
解
釈
し
て
世
界
の
表
象
を
構
成
し
て
い
る
の

で
も
な
い
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
詳
し
く
観
察
し
た
よ
う
に
、
分
化
し
た
感
覚
器
官
も
、

脳
も
も
た
な
い
ミ
ミ
ズ
で
さ
え
も
、
自
分
が
地
面
に
作
り
出
す
穴
の
壁

面
の
湿
度
や
堅
さ
を
巧
み
に
調
節
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
皮
膚
の
乾
燥

を
防
ぎ
、
移
動
を
容
易
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ミ
ミ
ズ
の
行
動
を

見
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は

環
境
に
〈
応
答
〉
す
る
身
体

つ
ま

う
に
）
ミ
ミ
ズ
に
な
ん
ら
か
の
「
メ
ン
タ
ル
な
力
」
が
あ
る
、
と
考
え

ざ
る
を
え
な
い
。
ミ
ミ
ズ
に
は
脳
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
メ

(
1
)
 

ン
タ
ル
な
力
」
は
脳
の
働
き
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

生
物
と
環
境
と
の
関
わ
り
は
、
機
械
論
に
よ
っ
て
も
、
す
べ
て
を
脳

に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
説
明
で
き
な
い
。
両
者
を
つ
な

げ
て
い
る
の
は
、
生
物
の
知
覚
と
行
為
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
生
態
学

的
な
考
え
方
で
あ
る
。

ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
は
さ
ま
ざ
ま
な
生
物
は
自
分
自
身
に
と
っ
て
の
〈
環

境
世
界

U
n
w
e
l
t
〉
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
た
。
わ
れ
わ
れ
が
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
環
境
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ク
モ
や
ミ
ミ
ズ
や

ダ
ニ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
環
境
を
持
っ
て
い
る
。

ダ
ニ
に
は
眼
が
な
い
が
、
そ
れ
で
も
光
の
濃
淡
を
全
身
で
感
じ
取
り
、

上
方
（
木
）
に
登
り
、
動
物
の
分
洸
す
る
酪
酸
の
匂
い
を
感
知
し
、
飛

び
下
り
る
。
そ
し
て
温
度
の
差
異
を
感
じ
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
動
物
の

高

橋

綾
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皮
膚
を
特
定
し
、
皮
膚
組
織
に
頭
を
突
っ
込
み
、
血
液
を
吸
う
。
全
身

が
血
液
で
満
た
さ
れ
ば
そ
こ
か
ら
落
下
し
、
ま
た
上
方
に
登
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
ダ
ニ
の
動
き
を
「
刺
激
lI
入
力
」
に
「
反
応

11出
力
」
す
る
機
械
と
し
て
描
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
ダ
ニ
は
ほ
か
で
も
な
い
光
の
差
異
を
特
定
し
な
が
ら
、
上
方
に

移
動
す
る
。
ダ
ニ
に
と
っ
て
は
、
世
界
は
、
人
間
が
見
る
よ
う
に
さ
ま

ざ
ま
に
色
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
光
の
差
異
に
よ
っ
て
分
節

化
さ
れ
、
そ
れ
が
「
登
る
」
と
い
う
行
為
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
生
物
は
、
知
覚
の
腕
と
作
用

(11運
動
、
行

為
）
の
腕
と
い
う
「
二
つ
の
腕
で
物
を
挟
む
よ
う
に
」
、
自
ら
の
〈
環
境

世
界
〉
を
支
え
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
は
異
な
っ
た
種
に
よ

っ
て
、
異
な
る
種
類
や
構
造
の
感
覚
器
と
運
動
器
を
も
っ
て
い
る
。
だ

か
ら
環
境
世
界
の
有
り
様
も
、
作
用
が
及
ぼ
せ
る
範
囲
も
ま
っ
た
く
違

う
。
け
れ
ど
も
ど
の
生
物
に
と
っ
て
も
知
覚
と
行
為
と
は
ひ
と
つ
の
ま

と
ま
り
の
あ
る
統
一
体
を
な
し
て
い
る
、
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。

知
覚
と
行
為
が
共
同
し
て
働
く
と
き
、
環
境
は
そ
の
生
物
に
と
っ
て
、

―
つ
の
意
味
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
統
一
体
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
ユ
ク

ス
キ
ュ
ル
は
、
そ
の
と
き
そ
の
生
物
は
そ
の
〈
環
境
世
界
〉
に
お
け
る

〈
主
体
〉
な
の
だ
、
と
考
え
た
。
知
覚
し
行
為
す
る
〈
主
体
〉
と
し
て
の

そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
を
と
り
さ
っ
た
後
に
残
る
よ
う
な
〈
環
境
世
界
〉
な

(2) 

ど
と
い
う
も
の
は
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
二
十
世
紀
の
初
頭
に
あ
ら
わ
れ
た
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル

ら
に
よ
る
新
し
い
生
物
学
の
影
響
の
も
と
で
、
物
質
の
総
体
と
し
て
の

世
界
の
中
に
他
の
も
の
と
並
列
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
世
界
の
中
に

投
げ
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
世
界
を
「
企
投
」
す
る
も
の
と
し
て

の
現
存
在
の
あ
り
か
た
を
〈
世
界
内
存
在
〉
と
し
て
規
定
し
た
。
さ
ら

に
こ
う
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
影
響
を
受
け
た
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
は
、

「
身
体
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
動
物
お
よ
び
人
間
の
〈
環
境
内
存
在
〉
、

(3) 

〈
世
界
内
存
在
〉
と
し
て
の
あ
り
方
を
分
析
し
、
詳
細
に
記
述
し
た
。

メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
は
、
「
身
体
」
が
世
界
（
環
境
）
と
生

物
が
き
り
結
ぶ
場
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ

に
と
っ
て
も
、
生
物
と
は
知
覚
と
行
為
の
主
体
で
あ
る
。
生
物
の
身
体

は
知
覚
と
行
為
の
媒
体
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
世
界
の
経
験
と
切
っ
て

も
切
り
は
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
身
体
と
は
「
世
界
内
存
在

(
4
)
 

の
媒
体

vehicule」
(
P
P
9
7
)

で
あ
り
、
「
身
体
を
も
つ
と
い
う
こ
と

は
、
あ
る
生
物
に
と
っ
て
、
一
定
の
環
境
に
結
び
つ
き
、
あ
る
種
の
企

投
と
一
体
に
な
り
、
そ
の
企
て
に
不
断
に
参
加
す
る
こ
と
」
(
P
P
9
7
)

な

の
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
の
〈
世
界
〉
と
は
精
神
と
か
物
質
と
か

い
っ
た
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
振
る
舞
い
を
通

じ
て
知
覚
し
、
物
に
出
会
う
場
所
の
こ
と
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
11
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、
身
体
を
も
っ
て
世
界
に
住
ま
う
も
の

と
し
て
の
〈
世
界
内
存
在
〉
を
問
題
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
身
体
の

知
覚
や
行
為
に
即
応
し
て
、
世
界
が
開
か
れ
現
れ
る
そ
の
仕
方
を
問
う
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環
境
と
生
物
の
相
補
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
生
態
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
に
と
っ
て
も
、
こ
の
生
物
の
知
覚
と
行
為
に
応
じ
て
現
れ
る
環

境
を
記
述
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
を
な
す
。
心
理

学
者
の

J
.
J
・
ギ
ブ
ソ
ン
は
、
特
に
視
知
覚
に
関
し
て
、
こ
の
こ
と
を

問
題
に
し
、
分
析
を
重
ね
た
。
以
下
で
は
、
環
境
に
生
き
る
「
主
体
」

が
、
世
界
を
も
つ
と
い
う
こ
と
、
世
界
に
住
ま
う
仕
方
を
、
こ
の
ギ
ブ

ソ
ン
の
考
察
に
基
づ
い
て
考
察
し
、
ギ
ブ
ソ
ン
に
お
け
る
環
境
と
身
体

の
関
係
を
ま
ず
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
と

の
比
較
に
よ
っ
て
、
知
覚
の
記
述
と
い
う
問
題
に
せ
ま
り
た
い
。

知
覚
と
「
情
報
」

知
覚
と
感
覚

そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
は
身
体
と
い
う
場
に
お
い
て
環
境
に
ど
の
よ
う

に
出
会
う
の
だ
ろ
う
か
？
生
態
学
的
に
言
え
ば
、
生
物
は
さ
ま
ざ
ま
な

仕
方
で
環
境
か
ら
行
動
の
手
が
か
り
を
得
て
生
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

生
物
が
環
境
に
関
わ
る
の
は
こ
の
行
動
の
な
か
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ

う
し
た
行
動
の
手
が
か
り
は
、
知
覚
と
行
為
の
結
び
つ
き
に
あ
る
。
し

か
し
従
来
の
心
理
学
•
生
理
学
で
は
わ
れ
わ
れ
と
環
境
と
の
関
わ
り
は
、

刺
激
と
そ
れ
に
対
す
る
感
覚
と
い
う
か
た
ち
で
見
い
だ
さ
れ
て
き
た
。

し
か
も
そ
こ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
と
環
境
の
接
点
で
あ
る
感
覚
は
、
光
の

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
や
空
気
の
振
動
な
ど
物
理
的
な
刺
激
に
た
い
す
る
（
解
剖

学
的
、
生
理
学
的
な
）
神
経
の
興
奮
、
あ
る
い
は
脳
に
よ
る
構
成
を
待

つ
ば
ら
ば
ら
な
要
素
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
に
対
し
ギ
ブ
ソ
ン
は
、
環
境
は
こ
の
よ
う
な
刺
激
に
満
ち
て
い

る
こ
と
は
認
め
る
が
、
環
境
と
出
会
う
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な

刺
激
を
受
容
器
の
細
胞
が
受
容
す
る
こ
と
で
も
、
脳
が
こ
れ
ら
の
様
々

な
刺
激
を
寄
せ
集
め
て
ひ
と
つ
の
世
界
の
表
象
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と

で
も
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。

ギ
ブ
ソ
ン
は
、
感
覚
の
よ
う
に
物
理
的
、
要
素
的
な
次
元
か
ら
で
は

な
く
、
よ
り
高
次
の
、
複
合
的
、
全
体
的
、
有
機
的
な
ま
と
ま
り
を
持

っ
た
知
覚
と
い
う
次
元
か
ら
、
環
境
と
身
体
に
関
す
る
考
察
を
始
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

知
覚
は
、
感
覚
の
よ
う
に
点
的
、
瞬
間
的
な
刺
激
の
受
容
で
は
な
く
‘

ど
ん
な
小
さ
な
知
覚
で
も
、
そ
れ
自
体
拡
が
り
と
持
続
を
も
っ
て
い
る
。

知
覚
と
い
う
拡
が
り
と
持
続
を
も
っ
た
活
動
の
な
か
で
は
、
刺
激
は
空

間
的
な
「
隣
接
性
」
と
時
間
的
な
「
連
続
性
」
を
持
っ
て
現
れ
る
。
知

覚
が
関
わ
っ
て
い
る
の
は
、
拡
が
り
と
持
続
の
な
か
で
の
刺
激
の
変
化

や
刺
激
ど
う
し
の
関
係
や
差
異
の
特
定
で
あ
る
。

第
一
に
、
刺
激
は
あ
る
程
度
の
「
隣
接
性
」
を
持
っ
て
い
る
。
「
刺
激

は
『
空
間
』
の
な
か
で
同
時
的
な
構
造
や
パ
タ
ー
ン
を
持
っ
て
い
る
。

皮
膚
に
当
て
ら
れ
た
鋭
い
棒
や
網
膜
に
届
い
た
細
い
光
線
は
、
境
界
や

変
わ
り
目
を
作
り
出
す
の
で
あ
り
、
数
学
的
な
点
を
作
り
出
す
の
で
は
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な
い
。
刺
激
が
『
パ
タ
ー
ン
』
や
『
形
』
を
持
つ
と
い
う
と
き
に
は
こ

の
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
」

(
S
P
4
0
)

第
二
に
、
刺
激
は
常

に
あ
る
程
度
の
「
連
続
性
」
を
も
っ
て
い
る
。
「
刺
激
に
は
『
時
間
的
』

構
造
が
あ
る
。
た
と
え
最
小
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
刺
激
に
は
始
ま
り

を
表
す
変
わ
り
目
と
終
わ
り
を
表
す
変
わ
り
目
が
あ
る
。
自
然
な
刺
激

は
決
し
て
数
学
的
な
瞬
間
で
は
な
い
。
刺
激
に
は
同
時
的
な
構
造
が
あ

り
、
時
間
的
な
構
造
が
あ
る
。
」

(
S
P
4
0
)

こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
刺
激
は

常
に
不
変
と
変
化
の
両
方
の
要
素
を
持
つ
。
」

(
S
P
4
0
)

知
覚
と
は
常

に
、
こ
の
不
変
と
変
化
に
つ
い
て
の
知
覚
で
あ
る
。
ギ
ブ
ソ
ン
は
、
こ

の
変
化
と
不
変
を
、
行
為
の
手
が
か
り
と
し
て
の
「
情
報
」
と
捉
え
る
。

何
か
に
つ
い
て
の
情
報
と
は
、
「
何
か
を
特
定
す
る
こ
と
s
p
e
c
i
f
i
c
i
t
y

to something」

(
S
P
1
8
7
)

で
あ
り
、
そ
れ
が
次
の
行
為
を
可
能
に
し

た
り
、
選
択
さ
せ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

視
知
覚
に
お
け
る
情
報

ギ
ブ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
一
般
的
に
考

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
網
膜
像
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
必

要
で
は
な
い
。
解
剖
学
者
ウ
ォ
ー
ル
ズ
の
影
響
を
受
け
、
『
知
覚
シ
ス
テ

ム
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
諸
感
覚
』
に
お
い
て
は
、
視
覚
の
進
化
を
考
え

な
が
ら
、
環
境
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
が
生
き
る
な
か
で
の
眼
の

働
き
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

生
物
の
眼
は
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
に
こ
と
な
る
あ
り
方
を
し
て
い
る
が
、

（図
1
)
そ
の
ほ
か

大
き
く
分
け
て
昆
虫
な
ど
節

足
動
物
が
持
つ
凸
型
の
眼
と
、

脊
椎
動
物
や
イ
カ
や
タ
コ
な

ど
の
軟
体
動
物
の
持
つ
凹
型

の
眼
が
あ
る
。
凸
型
の
眼
は

い
く
つ
も
の
個
眼
の
集
ま
り

で
あ
る
複
眼
で
あ
り
、
個
眼

が
様
々
な
方
向
か
ら
入
っ
て

く
る
光
の
強
度
の
差
を
受
容

す
る
だ
け
で
、
凹
型
の
眼
（
カ

メ
ラ
ア
イ
と
呼
ば
れ
る
）

よ
う
に
像
が
結
ば
れ
る
こ
と

は
な
い
。

に
も
眼
球
が
動
く
仕
組
み
の
眼
と
動
か
な
い
眼
、
二
つ
の
眼
と
―
つ
の

眼
（
単
眼
）
、
眼
の
つ
き
方
自
体
も
顔
の
正
面
に
つ
い
て
い
る
眼
と
側
面

に
つ
い
て
い
る
眼
な
ど
、
生
物
の
眼
の
あ
り
方
は
多
様
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
す
べ
て
「
単
に
光
に
反
応
す
る
の
で
は
な
く
、
異
な
っ
た
方
向
か

ら
の
異
な
っ
た
光
に
反
応
す
る
」
の
で
あ
り
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
反
応
す

る
の
で
は
な
く
、
不
変
な
も
の
i
n
v
a
r
i
a
n
t
を
探
し
出
す
こ
と
d
e
t
e
c
,
 

tion」

(
S
P
1
5
6
)

を
す
る
の
で
あ
る
。

生
物
は
、
光
の
有
無
か
ら
始
ま
っ
て
、
生
物
の
眼
に
対
し
て
光
の
入

っ
て
く
る
方
向
、
強
度
と
そ
の
変
化
、
あ
る
い
は
光
の
反
射
率
や
色
素

の

図1 凸型の目（右）と凹型の目（左）

(Gibson, 1966より転載）
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豊
富
な
情
報
を
提
供
す
る
の

は
包
囲
光
の
方
向
や
強
度
の

る
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

の
差
異
を
区
別
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
昼
夜
や
地
面
と
空
の
区
別
、
環
境

の
事
物
の
在
り
か
や
性
質
を
特
定
し
た
り
、
そ
の
生
物
自
身
の
移
動
を

制
御
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
は
光
の
作
り
出

す
様
々
な
差
異
や
変
化
か
ら
行
動
の
手
が
か
り
を
得
る
眼
の
あ
り
方
を

(5) 

そ
れ
ぞ
れ
の
し
か
た
で
発
達
さ
せ
て
き
た
と
い
え
る
。

生
物
の
生
き
る
環
境
は
、
太
陽
や
月
に
よ
っ
て
照
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
環
境
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
事
物
や
他
の
生
物
が
存
在
し
、
放
射
光
と

い
わ
れ
る
光
源
か
ら
発
せ
ら
れ
る
光
が
こ
の
環
境
内
の
事
物
や
生
物
に

反
射
す
る
た
め
、
環
境
に
は
放
射
光
だ
け
で
な
く
、
無
数
の
方
向
か
ら

の
反
射
光
に
満
ち
て
い
る
。
ギ
ブ
ソ
ン
は
こ
の
生
物
の
周
囲
に
満
ち
、

生
物
を
包
囲
し
て
い
る
無
数
の
光
を
「
包
囲
光

a
m
b
i
e
n
t
light
」
と
呼

ん
だ
。
光
源
か
ら
発
せ
ら
れ

た
光
が
均
一
な
の
に
た
い
し

て
、
反
射
し
て
眼
に
入
っ
て

く
る
光
は
、
光
源
に
対
し
て

反
射
し
た
面
の
あ
る
位
置
や
、

反
射
し
た
面
の
性
質
な
ど
に

よ
っ
て
入
射
角
や
光
の
強
度

に
差
異
が
生
じ
て
い
る
。
「
視

＼ゞ ＼ ＼ ＼ 

図
2
の
よ
う
に
、
眼
を
頂
点
と
す
る
光
の
束
の
つ
く
る
縦
横
の
角
度

（
こ
れ
を
立
体
角
と
よ
ぶ
）
の
差
異
は
、
画
家
が
精
密
な
遠
近
法
に
基
づ

い
て
絵
を
描
く
と
き
の
よ
う
に
、
物
の
輪
郭
を
表
す
ひ
と
つ
づ
き
の
面

の
切
れ
目
を
作
り
出
す
。
こ
の
と
き
光
の
作
り
出
す
角
度
や
強
度
の
差

異
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
は
光
の
刺
激
の
あ
る
パ
タ
ー
ン
が
与

え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
刺
激
は
「
同
時
的
構
造
」
を
持
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、
こ
の
構
造
は
ギ
ブ
ソ
ン
に
よ
っ
て
「
包
囲
光
配
列

a
m
b
i
e
n
t

light a
r
r
a
y
 
J

と
名
付
け
ら
れ
た
。

こ
の
刺
激
の
同
時
的
構
造
か
ら
、
ひ
と
つ
づ
き
の
面
や
、
面
の
切
れ

目
や
面
の
重
な
り
や
組
み
合
わ
せ
、
面
の
凹
凸
が
特
定
さ
れ
る
。
こ
の

構
造
は
あ
る
種
の
動
物
に
と
っ
て
は
、
色
素
や
反
射
率
の
差
異
に
よ
っ

て
さ
ら
に
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
し
、
色
素
や
反
射
率
そ
の
も
の
は
そ
の

事
物
の
性
質
の
特
定
に
役
立
つ
。
さ
ら
に
二
つ
の
眼
を
持
つ
動
物
で
あ

れ
ば
、
両
目
の
収
敏
の
具
合
か
ら
奥
行
き
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
、

さ
ら
に
複
雑
な
知
覚
世
界
が
拡
が
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
構
造
が
、
生
物
自
身
の
移
動
や
環
境
内
の
事
象
の
変
化
に
よ
っ

て
変
動
す
る
と
き
、
さ
ら
な
る
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
図
の
よ
う
に

わ
れ
わ
れ
が
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
る
と
き
、
包
囲
光
配
列
を
決
定
し
て

い
る
立
体
角
は
変
化
す
る
。
つ
ま
り
物
の
「
見
え
」
は
変
化
し
、
視
界

の
あ
る
部
分
は
消
え
、
あ
る
部
分
は
新
し
く
つ
け
加
わ
る
。
テ
ー
ブ
ル

の
向
こ
う
の
縁
に
た
い
す
る
立
体
角
は
変
化
し
て
い
る
が
、

差
異
や
変
化
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
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っ
て
、

そ
の
縁
か
ら
床
ま
で
の
距
離
、
す
な
わ
ち
テ
ー
ブ
ル
の
高
さ
に

つ
い
て
の
よ
り
多
く
の
情
報
が
得
ら
れ
る
。
目
の
前
の
面
が
と
ぎ
れ
、

そ
れ
が
穴
や
断
崖
の
よ
う
に
深
さ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
る
地
点

で
そ
れ
を
み
て
も
特
定
可
能
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
動
い
て
み
る
と
よ
り

よ
く
特
定
で
き
る
。

(cf.
S
P
2
0
4
)

ま
た
こ
の
図
の
場
合
で
は
前
方
の
額

縁
の
輪
郭
を
決
定
し
て
い
た
立
体
角
は
す
こ
し
大
き
く
な
っ
て
い
る
は

ず
で
あ
り
、
立
体
角
が
大
き
く
な
る
、
つ
ま
り
あ
る
ひ
と
つ
づ
き
の
面

が
時
間
的
系
列
の
な
か
で
拡
大
変
形
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
が
こ

ち
ら
に
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
特
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
ギ
ブ
ソ
ン
の
い
う
刺
激
の
時
間
的
な
「
連
続
性
」
で
あ
る
。

静
止
し
た
状
態
と
い
う
の
は
多
く
の
生
物
に
と
っ
て
は
特
別
な
事
態
で

あ
り
、
生
物
は
基
本
的
に
運
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
外
界
の
見

え
と
い
う
も
の
も
刻
々
と
変
化
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
ギ
ブ
ソ

ン
は
静
止
し
た
見
え
よ
り
も
む
し
ろ
こ
の
見
え
の
変
化
の
ほ
う
が
、
行

為
に
と
っ
て
重
要
な
情
報
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
た
。
視
覚
に
お
い
て

は
、
時
間
の
な
か
で
の
包
囲
光
構
造
の
変
形
に
お
い
て
、
事
物
の
配
置

や
性
質
が
よ
り
よ
く
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
事
物
の
動
き
を
特

(6) 

定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

刺
激
の
同
時
的
構
造
や
刺
激
の
継
時
的
な
変
化
の
な
か
で
特
定
さ
れ

る
、
な
に
か
変
わ
ら
な
い
も
の
を
ギ
ブ
ソ
ン
は
「
不
変
項

invariant」

(7) 

と
名
づ
け
た
。

「
子
猫
が
崖
を
避
け
る
と
き
」
、
「
ね
ず
み
が
コ
ー
ナ
ー
で
曲
が
る
と

き
」
「
サ
ル
が
衝
突
か
ら
身
を
か
わ
す
と
き
」

(
S
P
1
9
9
)

彼
ら
は
そ
れ
ぞ

れ
、
面
の
切
れ
目
や
凹
凸
、
そ
れ
が
自
分
か
ら
ど
れ
く
ら
い
の
距
離
に

あ
る
か
を
表
す
不
変
項
を
特
定
し
、
行
為
し
て
い
る
。
生
物
に
と
っ
て

は
こ
の
不
変
項
は
、
平
ら
な
面
が
続
い
て
い
る
か
ら
こ
の
ま
ま
直
進
が

可
能
で
あ
る
と
か
、
途
中
で
面
が
途
切
れ
て
凹
み
が
あ
る
か
ら
、
飛
び

降
り
る
か
そ
れ
を
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
か
向
こ
う
か
ら
何

か
が
近
づ
い
て
く
る
か
ら
身
を
縮
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
よ

う
に
次
の
行
為
を
可
能
に
し
た
り
、
選
択
さ
せ
た
り
す
る
も
の
と
し
て

現
れ
る
。
ギ
ブ
ソ
ン
が
こ
の
「
不
変
項
」
と
い
う
概
念
で
指
し
示
し
た

こ
と
は
、
静
止
し
た
見
え
か
ら
も
、
見
え
の
変
化
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な

形
で
特
定
さ
れ
る
、
そ
こ
か
ら
次
の
行
為
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
、
行

為
の
分
岐
点
に
な
る
手
が
か
り
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

感
覚
は
、
脳
を
最
終
目
的
地
と
す
る
一
方
向
の
因
果
的
な
刺
激
の
伝

達
と
考
え
ら
れ
た
が
、
知
覚
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
知
覚
は
常
に

運
動
と
連
係
し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
し
ギ
ブ
ソ

ン
の
思
い
描
い
て
い
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
は
、
感
覚
が
入
力
で
運
動
が

出
力
と
い
っ
た
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
知
覚
を
入
力
、
運
動

を
出
力
と
す
る
こ
の
考
え
は
、
い
わ
ゆ
る
五
感
を
外
部
か
ら
の
刺
激
を

受
け
取
る
外
受
容
器
と
し
、
筋
や
関
節
な
ど
を
運
動
器
ま
た
は
、
外
界

知
覚
1
1
行
為
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
身
体
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か
ら
の
刺
激
に
は
直
接
関
連
を
も
た
な
い
身
体
自
身
の
動
き
に
関
係
す

る
自
已
受
容
器
で
あ
る
と
す
る
区
別
に
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
ギ
ブ

ソ
ン
は
そ
の
区
別
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
。

ギ
ブ
ソ
ニ
ア
ン
た
ち
の
実
験
で
も
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
単
に

物
が
手
に
触
れ
た
だ
け
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
情
報
を

得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
手
を
自
ら
動
か
し
、
物
を
握
ん
だ
り
摘
ん
だ

り
し
、
ま
た
投
げ
あ
げ
た
り
振
り
回
し
て
み
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が

ど
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
事
物
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
行
動
に
対
し
て

ど
の
よ
う
に
役
に
立
つ
の
か
を
知
る
の
で
あ
る
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
足

の
裏
で
さ
え
、
地
面
の
凸
凹
を
「
感
じ
る
」
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

手
足
や
そ
の
筋
肉
や
関
節
は
、
運
動
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
知
覚
す
る

働
き
も
し
て
い
る
。
皮
膚
は
そ
の
運
動
の
継
時
的
な
変
化
の
な
か
か
ら

自
ら
の
運
動
の
変
化
と
と
も
に
表
面
の
微
妙
な
変
化
を
特
定
す
る
の
で

あ
り
、
筋
や
関
節
は
そ
の
張
り
や
角
度
の
変
化
の
な
か
か
ら
対
象
の
重

さ
や
密
度
を
特
定
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
自
分
自
身
の

運
動
の
調
節
を
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
眼
自
体
は
、
外
受
容
器
だ
が
、
有
効
な
情
報
の
獲
得
の
た
め
に

は
、
焦
点
を
あ
わ
せ
た
り
、
光
量
を
調
節
す
る
筋
肉
が
関
わ
っ
て
い
る
。

ま
た
、
さ
き
に
考
え
た
よ
う
に
見
る
こ
と
は
動
き
な
が
ら
行
わ
れ
る
と

す
れ
ば
、
眼
や
そ
こ
に
そ
な
わ
っ
た
筋
肉
だ
け
で
な
く
、
首
や
頭
、
さ

ら
に
は
身
体
全
体
を
巻
き
込
ん
で
、
視
覚
か
ら
情
報
を
得
る
た
め
の
「
シ

ス
テ
ム
」
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ギ
ブ
ソ
ン
は
こ
の
シ
ス
テ
ム

性
運
動
感
覚

v
i
s
u
a
l
k
i
n
e
s
t
h
e
s
i
s
 

の
こ
と
は
ギ
ブ
ソ
ン
に
よ
っ
て
視
覚

動
に
つ
い
て
の
情
報
で
も
あ
る
。
こ

を
「
知
覚
シ
ス
テ
ム

p
e
r
c
e
p
t
u
a
l
s
y
s
t
e
m
」
と
呼
ん
だ
が
、

ス
テ
ム
は
運
動
や
運
動
の
制
御
も
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
知
覚
1
1

行

為
シ
ス
テ
ム
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

パ
イ
ロ
ッ
ト
や
鳥
が
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
着
地
）
し
よ
う
と
し
て
い
る

と
き
、
ミ
ツ
バ
チ
が
花
に
と
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の

眼
に
あ
ら
わ
れ
る
光
学
的
配
列
は
、
自
分
の
進
行
方
向
の
中
心
に
あ
る

点
か
ら
、
外
側
に
向
か
っ
て
流
出
し
て
い
る
。
（
図

3
)
そ
の
と
き
着
地

点
は
、
こ
の
光
学
的
配
列
の
流
出
の
焦
点
に
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
目
標

の
着
地
点
を
常
に
こ
の
流
出
の
焦
点
に
置
く
よ
う
に
移
動
す
る
、
と
い

う
こ
と
が
着
地
を
成
功
に
導
く
手
が
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と

き
ギ
ブ
ソ
ン
は
「
流
出
の
焦
点
（
す
な
わ
ち
光
学
的
拡
大
の
中
心
）
」
は

「
光
学
的
不
変
項
、
つ
ま
り
変
化
の
中

の
不
変

a
n
o
n
c
h
a
n
g
e
 

旦
dst
o
f
 c
h
a
n
g
e
で
あ
る
」
(
E
V
1
8
3
)

と
述
べ
る
。
流
出
の
焦
点
を
あ
る
一

方
向
に
固
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

行
為
は
「
制
御
」
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
周
囲
の
環
境
に
つ
い
て
の
情
報

で
あ
る
と
と
も
に
、
自
分
自
身
の
移

Ill ． 

t
h
e
 

こ＝ ~<Z::> 

ヽ

／
 

図3

こ
の
シ
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移
動
お
よ
び
操
作
は
、
誘
発

t
r
i
g
g
e
r
さ
れ
る
の
で
も
命
令

c
o
m
m
a
n
d
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
制
御

control
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
…
し
か
も
そ
れ
ら
は
脳
で
は
な
く
、
情
報
す
な
わ
ち
世
界

に
お
け
る
自
己
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
E
V
2
2
5
)
 

こ
の
場
合
の
「
不
変
項
」
と
は
、
知
覚
1
1

行
為
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

を
維
持
す
る
た
め
の
繋
留
点
の
役
割
を
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
の
ル
ー
プ
の
な
か
で
維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
も
言

え
る
。
生
物
は
「
不
変
項
」
と
い
う
環
境
へ
の
繋
留
点
を
見
つ
け
だ
し
、

そ
こ
に
定
位
し
て
次
の
行
為
を
行
う
た
め
、
知
覚
と
行
為
の
た
め
の
「
シ

ス
テ
ム
」
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
ギ
ブ
ソ
ン
も
言
う
よ
う
に
、
す
べ
て
の
知
覚
は
脳
で
終
わ
り
、

す
べ
て
の
行
為
は
脳
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
は
知
覚
1
1

行

為
か
ら
始
ま
り
、
知
覚
1
1

行
為
で
終
わ
る
の
で
あ
り
、
脳
は
あ
る
種
の

生
物
で
は
極
端
に
発
達
し
て
い
る
が
、
知
覚
と
行
為
の
「
中
枢
」
な
の

で
は
な
く
、
知
覚
1
1

行
為
の
シ
ス
テ
ム
の
「
一
部
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な

、。
L
v
 

こ
の
知
覚
1
1

行
為
の
シ
ス
テ
ム
は
、
視
覚
シ
ス
テ
ム
、
触
覚
シ
ス
テ

ム
の
他
に
も
、
基
礎
定
位
シ
ス
テ
ム
、
聴
覚
シ
ス
テ
ム
、
味
覚
ー
嗅
覚

シ
ス
テ
ム
と
い
う
ふ
う
に
分
類
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
環
境
と
の
接

(8) 

続
の
多
様
な
様
式
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
実
は
そ
れ
ぞ

と
名
付
け
ら
れ
た
。

生
ま
れ
つ
き
耳
も
聞
こ
え
ず
眼
も
見
え
な
い
人
間
で
も
、
視
覚
世

べ
て
い
た
。

れ
の
様
式
の
間
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
区
別
は
存
在
し
て
い
な
い
。

視
覚
、
聴
覚
、
嗅
覚
、
味
覚
、
触
覚
、
…
五
つ
の
知
覚
シ
ス
テ
ム

は
相
互
に
排
他
的
で
は
な
く
重
複
し
て
、
し
ば
し
ば
同
じ
情
報
に

焦
点
を
あ
て
る
。
す
な
わ
ち
同
一
の
情
報
は
、
単
独
で
働
く
知
覚

シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
も
、
協
同
し
て
働
く
知
覚
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ

(
S
P
4
)
 

て
も
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
で
き
る

環
境
に
関
す
る
生
物
の
知
覚
は
こ
の
複
数
の
知
覚
1
1

行
為
シ
ス
テ
ム

が
重
複
し
、
協
同
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
目
の
見
え
な
い
人
は
、

周
り
の
音
の
反
響
や
、
杖
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
振
動
、
頬
に
あ
た
る
風

の
方
向
な
ど
を
手
が
か
り
に
し
て
、
う
ま
く
街
の
中
を
進
ん
で
い
く
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
と
き
視
覚
の
情
報
だ
け
で
は
支
え
ら
れ
な
く
な
っ

た
行
為
を
、
他
の
知
覚
シ
ス
テ
ム
の
情
報
に
よ
っ
て
支
え
て
い
る
。
逆

に
い
え
ば
、
環
境
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
‘
―
つ
の
感
覚
系
の
欠
如
に
よ

っ
て
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
相
互
に
交
流
し
支
え
あ
う

諸
感
覚
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
は
以
下
の
よ
う
に
述

界
と
聴
覚
世
界
の
欠
如
が
、
世
界
一
般
と
の
交
流
を
断
ち
切
る
こ

と
は
な
い
。
そ
こ
に
は
い
つ
も
彼
に
向
か
い
合
っ
て
何
か
が
あ
り
、

つ
ま
り
解
読
さ
れ
る
べ
き
世
界
の
総
体
、
実
在
の
総
体
と
で
も
言

う
べ
き
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
の
可
能
性
は
、
最
初
の
感
覚
体
験

こ
れ
が
ど
ん
な
に
狭
陰
も
し
く
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
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に
よ
っ
て
、
永
久
に
基
礎
を
築
か
れ
る
の
で
あ
る
。
(
P
P
3
7
9
)

そ
れ
ぞ
れ
の
知
覚
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
物
理
的
に
は
性
質
の
異
な

る
刺
激
か
ら
環
境
に
関
す
る
情
報
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ

れ
は
同
じ
環
境
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
次
の
―
つ
の
行
為
に
役
立
つ

と
言
う
意
味
で
は
、
ど
れ
も
等
価
な
情
報
な
の
で
あ
る
。
ま
た
―
つ
の

組
織
は
、
た
っ
た
―
つ
の
役
割
に
対
応
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
複
数

の
知
覚
シ
ス
テ
ム
に
属
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
時
々
で
特
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
情
報
に
応
じ
て
異
な
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
す
ら
あ
る
。

(9) 

身
体
と
は
そ
う
し
た
「
世
界
を
知
る
た
め
の
組
織
化
」
で
あ
り
、
ま
た

は
世
界
を
知
り
、
行
為
す
る
た
め
の
組
織
化
と
し
て
の
、
こ
の
さ
ま
ざ

ま
に
重
な
り
あ
う
知
覚
1
1

行
為
の
シ
ス
テ
ム
の
協
同
体
な
の
で
あ
る
。

環
境
に
＾
応
答
＞
す
る
身
体

ー
ギ
プ
ソ
ン
と
メ
ル
ロ
＂
ポ
ン
テ
ィ
の
知
覚
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て

は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
身
体
を
「
世
界
内
存
在
の
媒
質
」
と

捉
え
る
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
の
知
覚
論
と
ギ
ブ
ソ
ン
の
知
覚
論
は
重
な

る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
る
。
し
か
し
あ
る
方
向
性
を
共
有
し
な
が
ら
、
両

者
の
記
述
の
仕
方
に
は
違
い
が
見
ら
れ
る
。

メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
も
ま
た
、
主
知
主
義
と
経
験
論
、
主
観
と
客
観
、

物
質
と
精
神
と
い
っ
た
二
分
法
を
越
え
て
、
意
識
を
身
体
の
な
か
に
位

置
付
け
な
お
そ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
脳
に
あ
る
の
で
も
、
脳
で
は
な

い
抽
象
的
な
空
間
に
あ
る
の
で
も
な
く
、
身
体
全
体
に
の
び
拡
が
っ
て

い
る
も
の
と
し
て
の
意
識
の
有
り
よ
う
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
。
ギ
ブ

ソ
ン
と
お
な
じ
く
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
も
、
身
体
や
知
覚
は
、

思
考
や
概
念
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
を
待
た
ず
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
世
界

と
「
直
接
」
触
れ
あ
っ
て
い
る
そ
の
場
で
あ
る
。

ギ
ブ
ソ
ン
は
環
境
の
見
え
や
そ
の
変
化
を
通
じ
て
生
物
が
自
ら
の
行

動
の
制
御
を
行
う
こ
と
、
つ
ま
り
世
界
の
知
覚
と
自
己
の
知
覚
が
連
動

し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
も
ま
た
、
わ
れ

わ
れ
が
世
界
を
知
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
為
し
世
界
に
関
わ
る
能

力
と
し
て
の
身
体
と
の
か
か
わ
り
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
た
。
「
運
動
の
発
動
は
主
体
に
と
っ
て
、
知
覚
と
同
じ
く
対
象
に
関

わ
る
―
つ
の
根
本
的
な
仕
方
」

(
P
P
1
2
8
)

で
あ
り
、
「
知
覚
と
運
動
と
は

―
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
、
そ
れ
が
―
つ
の
全
体
と
し
て
変
容
し
て

い
く
」

(
P
P
1
2
9
)

も
の
な
の
で
あ
る
。

ギ
ブ
ソ
ン
が
知
覚
と
い
う
も
の
を
複
数
の
知
覚
シ
ス
テ
ム
が
協
同
し

て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
の
と
同
様
に
、
様
々
な
諸
感
覚
の

相
互
交
流
の
現
象
を
記
述
し
た
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
は
、
身
体
と
は
諸
感

覚
が
外
界
の
知
覚
を
互
い
に
「
転
調
」
し
あ
う
よ
う
な
「
共
働
的
総
体
」

で
あ
る
と
考
え
た
。

ギ
プ
ソ
ン
に
お
け
る
「
客
観
的
」
な
も
の

ギ
ブ
ソ
ン
の
思
想
は
し
ば
し
ば
、
行
為
を
可
能
に
す
る
情
報
（
の
ち
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に
ギ
ブ
ソ
ン
が
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
名
づ
け
た
も
の
）
が
環
境
に
「
存

在
す
る
」
と
主
張
す
る
、
「
環
境
（
情
報
）
実
在
論
」
で
あ
る
と
言
わ

(10) 

れ
る
。ギ

ブ
ソ
ン
は
こ
の
情
報
に
つ
い
て
「
主
観
ー
客
観
の
二
分
法
を
越
え

て
お
り
、
二
分
法
の
不
適
切
さ
を
我
々
に
理
解
さ
せ
る
助
け
と
な
る
」

(
E
V
1
2
9
)

と
い
い
な
が
ら
、
「
環
境
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
め
ぐ
る
重

要
な
事
実
は
、
価
値
や
意
味
が
し
ば
し
ば
主
観
的
で
、
現
象
的
、
精
神

的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
と
は
異
な
り
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
が
あ
る

意
味
で
、
客
観
的
、
現
実
的
、
物
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
い
は
そ
う
考
え
た
け
れ
ば
そ
の
両
方
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」

(
E
V
1
2
9
)

と
い
う
よ
う
な
、
二
分
法
を
拒
否
し
つ
つ
、
客
観
的
と
い
う

二
分
法
の
一
方
の
側
に
立
つ
曖
昧
な
言
い
方
を
す
る
。
こ
の
と
き
、
ギ

ブ
ソ
ン
が
情
報
が
「
主
観
的
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
退
け
よ
う
と

し
て
い
る
の
は
、
知
覚
で
き
る
も
の
だ
け
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
考

え
方
や
、
行
為
を
可
能
に
す
る
も
の
を
、
意
識
や
心
と
い
っ
た
も
の
で

説
明
し
、
そ
れ
を
主
観
と
い
う
内
部
の
問
題
と
し
て
扱
う
と
い
う
や
り

方
で
あ
る
。

ギ
ブ
ソ
ン
が
「
客
観
的
、
現
実
的
、
物
理
的
」
と
い
う
こ
と
で
指
し

示
し
て
い
る
の
は
‘
―
つ
に
は
、
そ
の
情
報
が
だ
れ
に
と
っ
て
も
（
ど

の
生
物
に
と
っ
て
も
）
利
用
可
能
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
も
う
―
つ
に
は
、
そ
れ
は
精
神
的
な
現
象
の
側
に
押
し
込
め
ら
れ

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
必
ず
物
理
的
な
基
礎
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る

間
主
観
性
の
問
題

ま
た
ギ
ブ
ソ
ン
は
情
報
（
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
）
の
「
客
観
性
」
と
い

う
こ
と
を
「
公
共
性
」
と
い
う
言
葉
で
置
き
換
え
て
い
る
。
こ
の
箇
所

で
は
環
境
の
知
覚
や
、
行
為
を
可
能
に
す
る
情
報
の
特
定
が
い
か
に
し

て
共
有
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と

思
わ
れ
る
。

(cf. E
V
1
3
8
 
|
 
1
4
0
,
 2
0
 0)
 

情
報
が
あ
る
生
物
の
行
為
の
文
脈
の
な
か
で
現
れ
る
限
り
に
お
い
て

し
か
特
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
（
ギ
ブ
ソ
ン
が
恐
れ
た
よ
う
に
）

環
境
の
知
覚
が
全
く
個
人
、
個
体
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
意
味
で
「
主

観
的
」
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。

複
数
の
主
観
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
主
観
の
ま
ま
‘
―
つ
の
共
通
の
世
界
を

築
き
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
は
、
現
象
学
に

(11) 

お
い
て
「
間
主
観
性
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
は
世
界
が
自
分
に
と
っ
て
だ
け
現
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
、
つ
ま
り
私
と
い
う
主
観
が
独
我
論
的
な
「
閉
じ
た
」
主
観

で
は
な
い
こ
と
の
保
証
を
身
体
に
求
め
た
。
わ
れ
わ
れ
が
諸
々
の
感
覚

機
能
を
持
ち
、
つ
ま
り
身
体
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
他
人
と
交

流
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
明
か
し
で
あ
る
、
と
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
は
言

う
。
な
ぜ
な
ら
ば
他
人
の
「
身
体
が
私
の
身
体
と
同
じ
構
造
を
持
っ
て

い
る
」

(
P
P
4
0
6
)

か
ら
で
あ
り
、
そ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
他
人
に
お
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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て
も
、
自
分
の
身
体
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
、
世
界
に
関
わ
り
を
持
つ

「
能
力
」
、
「
世
界
を
扱
う
馴
染
み
の
仕
方
」

(
P
P
4
0
6
)

を
見
い
出
す
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
自
已
と
他
者
と
は
、
世
界
に
繋
が
れ
て
い
る

(12) 

身
体
と
い
う
非
人
称
的
な
地
の
上
で
と
も
に
成
り
立
っ
て
い
る
。

ギ
ブ
ソ
ン
の
い
う
情
報
の
「
客
観
性
」
「
公
共
性
」
の
問
題
は
、
こ
の

(13) 

「
間
身
体
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
あ
る
程
度
ま
で
説
明
可
能
で
あ
る
。
つ

ま
り
同
じ
種
に
属
す
る
生
物
は
相
同
的
な
身
体
の
構
造
を
持
っ
て
お
り
、

環
境
に
お
い
て
あ
る
情
報
を
特
定
す
る
と
い
う
ほ
ぼ
同
型
的
な
「
能
力
」

を
持
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
ほ
ぼ
同
じ
情
報
を
共
有
し
て
い
る
と
言
え
る

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
異
な
る
種
に
属
す
る
生
物
の
場
合
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、

た
と
え
ば
ダ
ニ
の
よ
う
に
眼
を
持
た
な
い
生
物
や
、
ク
ラ
ゲ
の
よ
う
に

眼
点
し
か
持
た
な
い
生
物
で
も
、
上
方
が
明
る
＜
、
下
方
が
暗
い
と
い

っ
た
光
の
濃
淡
を
特
定
し
行
動
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま

り
環
境
に
潜
在
的
に
存
在
す
る
光
の
構
造
を
、
そ
の
種
の
な
り
の
仕
方

で
行
為
の
う
ち
に
顕
在
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
も
ダ
ニ
も
同
じ
光

の
構
造
を
利
用
し
な
が
ら
も
、
異
な
っ
た
行
動
に
よ
っ
て
応
答
す
る
の

で
あ
る
。

意
味
と
情
報

た
し
か
に
こ
の
意
味
で
は
、
生
物
の
行
為
は
ど
ん
な
生
物
で
も
、
例

え
ば
光
の
構
造
の
よ
う
な
物
理
的
な
も
の
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て

い
る
と
い
え
る
が
、
包
囲
光
配
列
の
場
合
で
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
情
報
は
、
環
境
の
あ
る
一
点
に
視
点
を
お
く
あ
る
生
物

が
、
自
分
の
見
え
と
し
て
の
包
囲
光
配
列
に
応
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
し

か
、
そ
の
行
為
の
な
か
で
し
か
、
顕
在
化
し
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ

の
場
合
情
報
が
環
境
に
「
実
在
す
る
」
と
い
う
の
は
適
切
な
言
い
方
な

の
だ
ろ
う
か
？
わ
れ
わ
れ
の
考
察
を
か
え
り
み
れ
ば
、
ギ
ブ
ソ
ン
の
い

う
情
報
は
、
環
境
と
生
物
の
知
覚
1

1

行
為
の
相
関
関
係
と
い
う
形
で
し

か
現
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ギ
ブ
ソ
ン
が
「
情
報
」
と
し
て
記
述
し
よ
う
と
し
た
環
境
と
知
覚
II

行
為
の
相
関
関
係
を
、
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
は
「
意
味
」
と
い
う
概
念
を

用
い
て
記
述
す
る
。
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
奥
行
の
知
覚
に
つ
い
て
述
べ

た
と
こ
ろ
で
、
奥
行
の
知
覚
は
科
学
的
に
は
、
対
象
へ
の
両
眼
の
収
倣

や
、
像
の
み
か
け
の
大
き
さ
の
差
異
や
変
化
と
し
て
説
明
さ
れ
う
る
が
、

メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
は
そ
う
し
た
も
の
は
奥
行
の
「
標
識
」
で
も
「
原
因
」

で
も
な
い
、
と
言
う
。
両
目
の
収
倣
や
見
か
け
の
大
き
さ
の
変
化
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
「
原
因
」
が
総
合
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
奥
行
き
を
も

っ
た
構
造
が
知
覚
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
「
た
が
い
に
他
方

に
う
ち
に
読
み
取
ら
れ
る
し
、
当
然
な
が
ら
互
い
に
他
方
を
象
徴
も
し

く
は
意
味
し
あ
う
も
の
で
あ
る
」
が
、
「
そ
れ
ら
は
ひ
と
つ
の
状
況
の
抽

象
的
な
要
素
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
主
体
は
「
そ
れ

ら
を
別
々
に
措
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
」
(
P
P
3
0
2
)

そ
れ
ら
は
ひ
と

つ
の
「
意
味
」
の
な
か
に
包
み
込
ま
れ
て
我
々
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
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奥
行
き
の
知
覚
は
知
覚
の
主
体
に
と
っ
て
は
客
観
的
な
二
点
間
の
距
離

と
し
て
で
は
な
く
、
自
分
か
ら
の
「
遠
ざ
か
り
」
の
経
験
と
し
て
、
「
事

物
が
し
だ
い
に
わ
れ
わ
れ
の
ま
な
ざ
し
の
て
が
か
り
か
ら
す
べ
り
お
ち

て
い
き
、
両
者
の
結
び
つ
き
が
徐
々
に
厳
密
さ
を
失
っ
て
い
く
」

(
P
P
3
0
2
)

も
の
と
し
て
現
れ
る
。
そ
う
し
た
奥
行
き
の
「
意
味
」
は
わ

れ
わ
れ
の
動
作
の
あ
る
「
射
程
範
囲
」
(
P
P
3
0
8
)

、
身
体
が
そ
の
周
囲
に

た
い
し
て
も
つ
あ
る
「
手
が
か
り
」

(
P
P
3
0
8
)

と
の
関
係
で
理
解
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
運
動
的
な
意
味
の
運
動
的
な
把
握
」

(
P
P
1
6
7
)

、
す
な
わ
ち
遠
ざ
か
る
も
の
を
つ
な
ぎ
と
め
よ
う
と
手
を
の

ば
す
、
と
か
近
づ
い
て
く
る
も
の
か
ら
身
を
か
わ
す
と
い
う
よ
う
に
身

体
の
運
動
に
よ
っ
て
応
え
ら
れ

f

知
覚
の
主
体
に
「
引
き
受
け
ら
れ
る
」

も
の
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
主
体
は
観
念
論
的
な
表
象
す
る

主
体
で
は
な
く
、
「
運
動
性
応
答
r
e
s
p
o
n
s
e
motrice」

(
P
P
3
0
3
)

の
主
体
で
あ
り
、
も
た
ら
さ
れ
る
「
意
味
」
は
こ
の
主
体
性
と
行
動
の

(14) 

契
機
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
両
者
の
知
覚
の
記
述
に
関
す
る
態
度
の
違
い
が
表
れ
て
い

る
。
ギ
ブ
ソ
ン
や
ギ
ブ
ソ
ン
の
後
継
者
た
ち
は
、
わ
れ
わ
れ
と
環
境
と

の
相
関
関
係
を
記
述
す
る
の
に
（
包
囲
光
配
列
や
数
式
な
ど
）
科
学
的

な
言
語
を
用
い
る
。
ギ
ブ
ソ
ン
の
知
覚
論
は
、
あ
く
ま
で
客
観
科
学
I
I

心
理
学
の
枠
内
に
と
ど
ま
り
、
知
覚
の
成
り
立
ち
に
科
学
的
な
説
明
を

与
え
る
と
い
う
点
で
は
、
「
客
観
的
」
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
客

観
的
」
記
述
は
科
学
的
に
分
節
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
環
境
で
生

な
あ
り
か
た
で
あ
ろ
う
。

あ
る
。

き
る
生
物
の
知
覚
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
ギ
ブ
ソ
ン
は
視
覚
性

運
動
感
覚
の
理
論
に
そ
れ
が
最
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
身
体
（
例
え

ば
手
）
は
「
制
御
」
し
「
調
整
」
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
。
ギ
ブ
ソ
ン
は
知
覚
の
分
析
を
通
じ
て
や
は
り
な
ん
ら
か
の
「
規
則

(rule) J
 

(
E
V
2
3
2
)

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
は
、
知
覚
に
は
常
に
「
生
き
ら
れ

た
論
理
」
、
「
内
在
的
意
味
」

(
P
P
6
1
)

と
い
う
も
の
が
備
わ
っ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
「
科
学
と
世
界
の
明
証
性
の
虜
」

(
P
P
6
1
)

に
な
っ
て
い
る

理
論
は
そ
れ
ら
を
取
り
逃
が
し
て
し
ま
う
の
だ
、
と
考
え
た
。
だ
か
ら

こ
そ
「
哲
学
者
は
も
は
や
知
覚
を
説
明
e
x
p
l
i
q
u
e
r
し
よ
う
と
は
せ
ず
、

む
し
ろ
知
覚
作
用
と
合
体
し
、
そ
れ
を
了
解
し
よ
う
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
と

努
め
」
(
P
P
5
7
)

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
メ
ル
ロ

11

ポ
ン
テ
ィ
は
知
覚
の
記
述
の
仕
方
を
こ
の
よ
う
に
選
び
と
っ
た
の
で

こ
う
し
た
「
客
観
的
」
な
記
述
に
見
落
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
我
々

ボ

イ

エ

テ

ィ

ッ

ク

の
経
験
の
「
厚
み
」
や
意
味
の
「
余
剰
」
で
あ
り
、
経
験
の
制
作
的
I
I
詩
的

メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
は
事
物
と
は
「
わ
れ
わ
れ
の
ま
な
ざ
し

に
よ
っ
て
、
ま
た
は
わ
れ
わ
れ
の
運
動
に
よ
っ
て
見
い
出
さ
れ
た
り
、

捉
え
ら
れ
た
り
す
る
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
ま
な
ざ
し
や
運
動
が
、

正
確
に
応
答
す
る
問
い
か
け
」
(
P
P
3
6
6
)

な
の
で
あ
る
。
事
物
と
わ
れ
わ

れ
の
関
わ
り
は
「
問
い
か
け
」
と
「
応
答
」
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
カ
テ
ィ
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ヴ
な
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
関
数
や
数
式
の
よ
う
な

も
の
で
切
り
取
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
「
開
か
れ
た
」
交
流
と
し
て

生
き
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ギ
ブ
ソ
ン
は
、

こ
の
不
変
項
や
情
報
の
抽
出
の
理
論
を
、
環
境
が
生

物
に
対
し
て
持
つ
意
味
や
価
値
の
理
論
ま
で
拡
大
し
て
「
ア
フ
ォ
ー
ダ

ン
ス
」
理
論
を
構
想
し
た
。
ギ
ブ
ソ
ン
や
ギ
ブ
ソ
ニ
ア
ン
た
ち
は
、
環

境
が
わ
れ
わ
れ
に
示
す
意
味
や
価
値
を
、
こ
の
不
変
項
や
情
報
の
複
合

体
と
し
て
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し

ギ
ブ
ソ
ン
の
言
う
不
変
項
や
情
報
と
い
う
の
は
、
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
が

示
し
た
よ
う
な
環
境
や
世
界
の
「
意
味
」
の
多
層
性
や
可
能
性
の
切
り

取
ら
れ
た
一
部
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
（
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
と
ギ
ブ
ソ
ン
が
と
も
に
言
及
し
て
い
る

よ
う
に
）
目
の
見
え
な
い
人
の
知
覚
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
他
の

知
覚
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
よ
う
な
情
報
を
特
定
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ

と
を
分
析
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
ど
ん
な
に
分
節
化

し
て
も
、
彼
／
彼
女
に
と
っ
て
の
環
境
の
「
意
味
」
の
部
分
で
し
か
な

い
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
一
挙
に
「
意
味
」
と
し

て
指
し
示
す
、
記
述
す
る
こ
と
も
、
困
難
さ
と
曖
昧
さ
を
残
す
こ
と
に

な
る
。
そ
の
意
味
で
は
ギ
ブ
ソ
ン
の
記
述
方
法
は
、
少
な
く
と
も
環
境

お

わ

り

に

の
「
意
味
」

の
一
部
を
な
す
も
の
を
明
ら
か
に
で
き
る
、
と
い
う
点
で

は
―
つ
の
有
効
な
方
法
で
あ
る
と
言
え
る
。

わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
し
た
よ
う
に
、
ギ
ブ
ソ
ン
と
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ

の
知
覚
理
論
を
知
覚
の
記
述
の
理
論
で
あ
る
、
と
位
置
づ
け
る
と
す
れ

ば
、
両
者
の
理
論
の
有
効
性
は
、
ど
ち
ら
が
い
か
に
真
理
に
適
合
し
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
か
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
ど

の
よ
う
な
経
験
を
、

れ
を
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
問
題
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

と
い
う
観
点
か
ら
計
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
は
ギ
ブ
ソ
ン
の

記
述
は
、
た
ん
に
客
観
的
な
説
明
や
抽
象
的
な
議
論
に
留
ま
ら
ず
、
常

に
具
体
的
な
行
為
の
記
述
に
お
い
て
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
い
う
概
念
の

有
効
性
を
示
し
、
伝
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
あ
る

リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
響
い
て
く
る
。
お
そ
ら
く
、
ギ
ブ

ソ
ン
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
理
論
に
関
し
て
は
、
情
報
が
環
境
に
「
実
在
」

す
る
か
ど
う
か
、

ど
の
よ
う
に
記
述
し
共
有
で
き
る
か
、

そ
し
て
そ

と
い
う
問
い
に
拘
泥
す
る
こ
と
は
生
産
的
な
こ
と
で

は
な
い
。
両
者
の
理
論
の
射
程
は
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
お
け
る
、
環

境
の
「
意
味
」
あ
る
い
は
「
情
報
」
が
い
か
に
あ
ら
わ
に
さ
れ
、
い
か

に
伝
達
、
共
有
さ
れ
る
か
、
そ
し
て
い
か
な
る
状
況
、
現
場
に
接
続
さ

れ
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
試
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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(6) 
5
)
 

(
4
)
 

注(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 cf• 

R
e
e
d
,
 1
9
9
6
 

cf. 
D
x
k
u
n
,
 1
9
7
0
 

こ
こ
で
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
動
物
と
人
間
の
区

別
、
環
境
と
世
界
の
別
を
ど
こ
に
置
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ

ー
以
前
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
こ
の
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
理
論
を
評
価
し
、
そ
れ

を
も
と
に
し
て
、
動
物
が
与
え
ら
れ
た
環
境
に
縛
ら
れ
て
い
る
「
環
境
繋
縛

性

U
m
w
e
l
t
,
 
g
e
f
a
n
g
e
n
h
e
i
t」
と
い
う
性
質
を
持
つ
の
に
対
し
て
、
人
間
は

与
え
ら
れ
た
環
境
を
超
え
て
、
世
界
を
新
た
に
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
る

「
世
界
開
在
性

W
eltoffenheit
」
を
備
え
る
と
し
て
区
別
し
た
。
以
後
こ
の

〈
世
界
〉
と
い
う
概
念
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
ら
の
議
論
の
な

か
で
も
、
特
に
人
間
に
対
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
生
物
の
知
覚

や
行
為
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
い
う
意
味
で
の
環
境
は
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ

ィ
の
い
う
〈
世
界
〉
と
等
値
な
も
の
と
み
な
す
。
動
物
と
人
間
、
環
境
と
世

界
を
隔
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
い
。

本
文
中
で
言
及
す
る
ギ
プ
ソ
ン
お
よ
び
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
の
著
作
に
は
、

文
献
表
の
よ
う
な
略
号
を
用
い
る
。
以
下
、
頁
数
と
と
も
に
こ
れ
を
示
す
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
『
創
造
的
進
化
』
に
お
い
て
、
眼
の
進
化
に
言
及
し
、
進

化
を
偶
然
の
集
積
と
考
え
る
（
ネ
オ
）
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
を
批
判
し
、
生
命

体
は
物
質
に
た
い
し
て
は
「
問
題
を
解
決
す
る
能
力
」
と
し
て
現
れ
る
の
だ

と
考
え
た
。
様
々
な
生
物
が
様
々
な
眼
を
進
化
の
過
程
で
獲
得
し
て
き
た
こ

と
は
、
「
光
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
解
答
」
な
の

で
あ
る
。

(Deleuze,
G., 1
9
6
6
,
 p
.
1
0
7
)
 

ギ
ブ
ソ
ン
は
「
環
境
に
お
い
て
継
起
す
る
事
象
の
規
則
性
は
精
神
に
お
い
て

記
憶
を
介
し
て
構
成
さ
れ
る
必
要
は
な
い
」

(
L
o
m
b
a
r
d
o
,
2
0
0
0
,
 p
.
3
9
3
)
 

と
考
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
ギ
ブ
ソ
ン
の
い
う
「
記
憶
」
と
い
う
の
は
、
現

象
学
的
に
い
え
ば
「
二
次
記
憶
」
す
な
わ
ち
「
想
起
」
の
こ
と
で
あ
る
。
知

覚
が
時
間
の
中
で
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
現
象
学
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
時
間
概
念
と
の
比
較
に
お
い
て
さ
ら
に
検
討

す
る
余
地
が
あ
る
。

(14 
13 
ヽ

(12) 

(8) 

(
9
)
 

(10) 

(11) 

(
7
 

ギ
ブ
ソ
ン
の
「
不
変
項
」
と
い
う
概
念
は
知
覚
の
様
々
な
場
面
を
記
述
す
る

の
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
場
面
に
応
じ
て
、
さ
ら
に
分
節
化
さ
れ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
ギ
ブ
ソ
ン
の
後
継
者
た
ち
は
対

象
の
構
造
的
に
保
た
れ
て
い
る
性
質
を
知
覚
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
同
一
性

の
知
覚
」
を
可
能
に
し
て
い
る
不
変
項
を
「
構
造
不
変
項
」
と
呼
ぴ
、
い
ま

生
じ
て
い
る
変
化
が
ど
の
よ
う
な
変
化
で
あ
る
の
か
を
特
定
す
る
不
変
項

を
「
変
型
不
変
項
」
と
呼
ん
で
区
別
し
た
。
（
佐
々
木

1
9
9
4
,
p
.
5
1
)
 

佐
々
木
2
0
0
1
,
p
.
1
4
 

佐
々
木
前
掲
書
p
.
1
0

cf. 
L
o
m
b
a
r
d
o
,
 2
0
0
0
 

長
滝
は
（
ロ
ー
テ
ィ
に
よ
る
客
観
的
の
定
義
を
引
き
な
が
ら
）
、
ギ
ブ
ソ
ン

の
い
う
「
客
観
性
」
は
、
実
在
（
対
象
）
と
の
一
致
（
対
応
）
と
し
て
の
客

観
性
と
、
複
数
の
主
観
の
あ
い
だ
の
意
見
の
一
致
（
間
主
観
性
）
と
し
て
の

客
観
性
の
二
つ
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
（
長
滝

1
9
9
9
,
p
.
9
9
)
 

し
か
し
わ
れ
わ
れ
人
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
身
体
と
知
覚
の
次
元
が
、
言
語

的
な
世
界
の
分
節
や
そ
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
「
社
会
的
な
も
の
」
と

分
か
ち
が
た
＜
絡
み
合
っ
て
お
り
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
理
論
の
な
か
で
、
こ

の
言
語
的
、
社
会
的
な
も
の
の
沈
澱
と
い
う
問
題
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
と

い
う
問
題
は
い
ま
だ
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
11

ボ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
「
間
身
体
性
」
の
意
味
は
こ
こ
に
示
し
た
も

の
に
は
留
ま
ら
な
い
。
身
体
の
同
形
性
は
そ
の
一
部
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
は
、
（
知
覚
の
）
空
間
性
は
、
（
知
覚
の
）
時

間
性
に
先
立
た
れ
て
い
る
。

「
そ
し
て
こ
の
関
係
は
、
空
間
的
で
あ
る
よ
り
前
に
時
間
的
な
も
の
で
あ

る
。
…
諸
事
物
が
空
間
内
に
共
存
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
知
覚
す
る
お
な
じ

主
体
に
現
に
存
在
し
て
お
り
、
ま
た
同
じ
主
体
に
現
に
存
在
し
て
お
り
、
ま

た
同
じ
時
間
の
波
の
な
か
に
包
み
こ
ま
れ
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

(
P
P
3
1
8
)
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