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開
発

「
状
況
」
に
お
け
る
文
化
と
環
境

岡
本
真
佐
子

〈
要
旨
〉

開
発

に
伴
う
変
化
と

い
う
現
象
を
全
体
と
し
て
と
ら
え
る
に
は
、
個
別
の
社
会
変

化

を
よ
り
広

い

「
状
況
」
と

い
う

コ
ン
テ
ク

ス
ト
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
多
様
な
社
会
が

開
発

と

い
う
経
緯

を
経

て
向
か

っ
て
い
く
変
化

の
方

向
や
質

に
は
あ

る
類

似
性
が

あ

り

、
社
会
ご
と

の
固
有

の
変
化
に
対
し
て

こ
の
よ
う
な
作
用
を
及
ぼ
す
力
を
そ
な
え
た

開
発

の

「
場
」
を

こ
こ
で
は
開
発

「
状
況
」
と
定
義
す
る
。

こ
れ
ま
で
人
類

学
が
行

っ

て
き
た
社
会
変
化
に
関
す
る
研
究
は
、
主
に
社
会
内
部
の
変

化
を
取

り
扱

っ
て
お
り

、

「
開
発
に
伴
う
変
化
」
が
も

つ
特
殊
な
性
格
が
分
析

か
ら
抜

け
落
ち
る
こ
と
が
多
か

っ

た
。
そ

こ
で
開
発

「
状
況
」
を
と
ら
え
る
た
め
に
研
究
対
象

の
範

囲
を
ど
こ
ま

で
広
げ

う
る
か
、
ま
た
そ

の
分
析

の
際
に
は
ど
の
よ
う
な
文
化
の
概
念
が
有
効
か
を
検
討
す

る
。

続

い
て
、
開
発

「
状
況
」

に
お
け
る
異
な
る
文
化
認
識

の
相

互
作

用
の

一
例
と
し

て

「
環
境
認
識
」
を
と
り
あ
げ
る
。
開

発
が
行

わ
れ
て
い
る

「場
所
」
は
そ

こ
に
住
む
人

々
に
と

っ
て
は
長
年

の
多
様

な
経
験

を
媒
介

と
し
た

「
実
存
空
間
」
を
な
し

て
い
る

の

に
対
し
て
、
開
発
す
る
側
に
と

っ
て
は
意
味

の
希
薄
な

「
没
場
所
」
的
空
間

で
あ
る

こ

と
が
多
い
。
空

間
の
認
識
は
そ
の
社
会

の
経
験
世
界
を
支

え
る
固
有

の
文
化

シ
ス
テ
ム

と
と
ら
え
ら
れ

る
の
だ
が

、
こ
の
よ
う
な

ロ
ー
カ
ル
な

「
場
所
」
の
認
識
は
、
開
発

「
状

況
」

の
中

で
次
第

に

「
没
場
所
性
」
に
と

っ
て
か
わ
ら
れ
て

い
く
と

い
う
傾
向
が
顕
著

に
み
ら

れ
る
。

キ

ー
ワ
ー
ド

開
発

、
開
発

「
状
況
」
、
環
境
、
没
場
所
性
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序

二
十
世
紀
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
十
年
足
ら
ず
に
な
り
、
今
世
紀
を
振
り
返

っ

て

「開
発
の
世
紀
」
で
あ

っ
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
科
学
技
術
の
発
達

を
背
景
に
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
革
新
が
行
わ
れ
、
こ
の
よ
う
な
技
術
を
牽
引

車
と
し
て
世
界
各
地
で
開
発
が
進

め
ら
れ
て
き
た
。
今
日
、
過
度
の
開
発
に
よ

っ
て
自
然
環
境
は
回
復
が
難
し
い
ほ
ど
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
中
で
、
発
展
を
な
し
遂
げ

た
先
進
諸
国
は
、
今
後
持
続
的
に
資
源
調
達

な
ど
の
開
発
を
行

っ
て
い
く
た
め
に
も
、
環
境
保
護
が
急
務
で
あ
る
と
い
う
姿

勢
を
と
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

一
方
、
発
展
途
上
国
に
と

っ
て
は
、
経
済
成

長
を
達
成
す
る
こ
と
が
緊
急
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
状
況
は
、
今
な
お
変
わ
ら

な
い
。
こ
れ
ら
の
国
々
に
と

っ
て
、
開
発
の
世
紀
は
二
十
世
紀
で
終
わ
る
と
い

う
こ
と
に
は
な
り
そ
う
に
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
開
発
と
は
ど
う
い
う
現
象
な
の
か
、
変
化
を
生
じ

つ
つ
あ
る
社

会
は
ど
の
よ
う
な

「状
況
」
に
置

か
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
今
世
紀
を
特
徴
づ

け
て
い
る
開
発
は
歴
史
的
に
見
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

つ
の
か
な
ど
、
明
ら

か
に
さ
れ
る
べ
く
残
さ
れ
て
い
る
問
題
は
多
い
。
多
方
面
か
ら
の
研
究
の
成
果

が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
が

、
開
発
の
全
体
像
は
依
然
茫
洋
と
し
た
ま
ま

だ
。
近
年
に
な

っ
て
共
産
主
義
が
破
綻
し
、
政
治
的
に
は
自
由
主
義

へ
、
経
済

的
に
は
資
本
主
義

へ
と
収
斂
す
る
と
見
ら
れ
て
い
た
の
が
実
際
に
は
民
族
主
義

の
復
活
と
い
う
局
面
へ
と
向
か

っ
た
。、
こ
の
よ
う
な
中
で
開
発
に
よ
る
経
済
成

長
は
民
族
間

・
文
化
間
の
差
異
を

埋
め
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
差
異
を
拡
大
し
明

確
に
さ
せ
る
こ
と
で
事
態
を
よ
り
困
難
に
さ
せ
て
い
る
。

複
雑
さ
を
増
す
巨
大
な
現
実
を
前
に
し
て
開
発
に
関
す
る
研
究
は
有
効
な
ア

プ
ロ
ー
チ
の
方
法
を
見
い
だ
し
か
ね
て
い
る
の
が
現
状
だ
と
思
う
。
本
稿
で
は

こ
れ
ま
で
の
開
発
に
つ
い
て
の
人
類
学
的
諸
研
究
が
対
象
と
し
て
き
た
も
の
、

ま
た
そ
の
際
の
研
究
方
法
を
整
理
し
た
う
え
で
、
現
在
の
時
点
で
考
え
ら
れ
る

文
化
と
い
う
方
面
か
ら
の
研
究
方
法
を
検
討
し
た
い
。
議
論
は
開
発
が
も

つ
複

雑
な
現
象
を
全
体
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
だ
が
、
検
討
を
進
め

る
に
あ
た

っ
て
は
焦
点
を
開
発
下
に
お
け
る

「環
境
」
の
問
題
に
絞
る
。

開
発
に
伴

っ
て
あ
る
社
会
の
中
で
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
に
つ
い
て
、
人

類
学
者
は
こ
れ
ま
で
、
「文
化
接
触
」
「
文
化
変
化
」
「文
化
変
容
」
な
ど
の
題
.

目
の
も
と
で
、
数
多
く
の
研
究
を
行

っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
開
発
が
行
わ

れ
る
際
に
そ
こ
で
生
じ
て
い
る
現
象
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
が
多
か
れ
少
な
か
れ

常
に
被

っ
て
い
る
変
化
と
は
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
開
発
下
で

は
、
決
め
ら
れ
た
計
画
に
従

っ
て
技
術
導
入
や
居
住
地
の
移
転
な
ど
が
行
わ
れ

る
。
従

っ
て
多
く
の
場
合
、
人
々
が
経
験
す
る
変
化
は
急
激
で
、
ま
た
生
活
の

全
般
に
及
ぶ
。
さ
ら
に
、
開
発
さ
れ
る
社
会
は
新
た
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
を

取
捨
選
択
す
る
余
地
も
な
く
、
変
化
は
あ
る
ひ
と

つ
の
方
向
を
目
指
し
て
、
人

為
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
日
常
経
験
す
る
よ
う
な
変
化
と
は
、

変
化
の

「質
」
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
異
な

っ
て
い
る
。
開
発
下
で
の
文
化
変

化
を
研
究
す
る
時
、ま
ず
こ
の
よ
う
な
開
発
と
い
う
状
況
の
も
と
で
生
じ
る
「変

化
」
の
特
殊
な
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
有
効
だ
ろ
う
。

あ
る
社
会
が
急
激
な
変
容
を
経
験
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
こ
で
生
じ
る

「変
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化
」
を
分
析
対
象
と
し
て
き
た
研
究
者
は
、
早
く
か
ら
そ
の

「変
化
」
を
と
ら

え
る
際
の
研
究
方
法
や
、
記
述
の
方
法
を

つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
き
た
。

一

九
六
七
年
に
、
フ
レ
デ
リ

ッ
ク

・
バ
ー
ス
は
そ
れ
ま
で
の
人
類
学
に
お
け
る
文

化
変
化
研
究
を
振
り
返

っ
て
次
の
よ
う
に
反
省
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
類

学
で
は
文
化
変
化
に
か
か
わ
る
研
究
が
重
ね
ら
れ
文
献
も
豊
富
に
な

っ
て
き
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
変
化
を
理
解
す
る
と
い
う
点
で
の
理
論
的
な
貢
献
が

ほ
と
ん
ど
で
き
な
か

っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
そ
の
原
因
が
、

文
化
を

「
型
」
と
し
て
と
ら
え
記
述
し
て
き
た
、
そ
れ
ま
で
の
文
化
研
究
の
方

　　
ソ

法
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
で
は
、
制
度
や
組
織
、
人
間

関
係
な
ど
の
諸
関
係
が

「統
合
さ

れ
た
全
体
」
を
成
し
て
お
り
、
そ
れ
が
社
会

ご
と
に
異
な

っ
た

「型
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
文
化
研
究
は

専
ら
そ
の

「型
」
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

文
化
の
認
識
か
ら
次
の
よ
う
な

「
文
化
変
容
」
の
考
え
か
た
が
生
ま
れ
て
き
た
。

つ
ま
り
レ
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
、
リ

ン
ト
ン
、
ハ
ー
ス
コ
ヴ

ィ
ッ
ツ
ら
に
よ

っ
て
、

文
化
変
容
と
は

「
異
な

っ
た
文
化
を
も
つ
諸
個
人
の
集
団
が
継
続
的
に
直
接
の

接
触
に
さ
ら
さ
れ
る
時
発
生
し
、
両
方

の
集
団
の
も
と
の
文
化
型
に
お
こ
る
変

　　
　

化
を
伴
う
現
象
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
認
識

に
基
づ
い
て
変
化
を
描
こ
う
と
す
れ
ば

「あ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
を
時
間
的
に
異

な
る
ふ
た

つ
の
時
点
で
記
述
し
、
(あ
る
い
は
た

っ
た
ひ
と

つ
の
時
点
で
記
述

し
)
そ
れ
ら
ふ
た
つ
の
状
態
の
間

に
あ
る

(ま
た
は
ひ
と

つ
の
状
態
か
ら
引
き

出
さ
れ
る
)
変
化
を
、
推
測
に
基
づ
い
て
説
明
し
、
そ
の
変
化
の
方
向
を
示

　ヨ
　

す
」
こ
と
に
な
る
、
と
バ
ー
ス
は
言
う
。
文
化
が
変
化
す
る
と
い
う
の
は
、
こ

こ
で
は
、
あ
る

「型
」
か
ら
別
の
異
な
る

「型
」

へ
と
文
化
が
変
容
す
る
こ
と

で
あ

っ
て
、
初
め
の
状
態
と
後
の
状
態
を
結
ぶ
部
分
は
具
体
的
な
研
究
、
分
析

の
対
象
と
は
な
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。

バ
ー
ス
は
文
化
を

「型
」
と
し
て
描
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
肝
心
の
変
化
の
経

緯
、
過
程
の
部
分
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
い
う
研
究
上
の
困
難
を
解
決
す
る

た
め
に
、
文
化
を
多
く
の
プ
ロ
セ
ズ
が
寄
り
集
ま

っ
て
現
れ
て
く
る

「
随
伴
現

ぞ
　

象
」
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。
社
会
の
中
に
は
ひ
と
つ
の
機
能
を
帯
び
た

一
連
の
作
用
が
数
多
く
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
プ

ロ
セ
ス
が
相
互
に
複
雑
に
関
連

し
あ

っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
相
互
作
用
の
結
果
、
文
化
の
全
体
像
が
現
れ
て
く

る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
文
化
の
変
化
と
い
う
の
は

さ
ま
ざ
ま
な
プ

ロ
セ
ス
の
組
み
合
わ
せ
や
、
プ

ロ
セ
ス
相
互
の
関
係
が
変
わ
る

こ
と
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
変
化
研
究
と
は
機
能
的
に
相
互
に
関

連
し
あ

っ
て
い
る
諸
プ

ロ
セ
ス
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
関
連
の
し
か
た
を
変
え
て

い

っ
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
な
る
。

バ
ー
ス
が
提
起
し
た
文
化
の
と
ら
え
方
や
研
究
方
法
を
用
い
て
開
発
下
で
の

変
化
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
社
会
内
部
で
生
じ
て
い
る
変
化
の
過
程
は

明
ら
か
に
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
変
化
そ
の
も
の
に
開
発
特

有
の
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
特
殊
な
条
件
を
引
き
起
こ
す

の
は
何
な
の
か
、
と
い
っ
た
部
分
は
依
然
と
し
て
は

っ
き
り
し
な

い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
結
局
開
発
下
で
の
文
化
変
化
を
研
究
し
よ
う
と
す

る
と
き
の
問
題
は
、
ふ
た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
方
法
の
問
題
、
つ
ま
り
変
化
と

い
う
も
の
を
適
切
に
と
ら
え
る
に
は
ど
の
よ
う
な
分
析
方
法
が
有
効
か
、
と
い

う

こ
と
で
あ
る
。
バ
…
ス
が
変
化
を
理
解
す
る
た
め
に
文
化
を

「型
」
で
は
な

く
諸
プ

ロ
セ
ス
が
集
ま

っ
て
形
成
さ
れ
る

「随
伴
現
象
」
と
と
ら
え
な
お
し
た
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よ
う
に
、
分
析
方
法
を
考
え
る
こ
と
は
文
化
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら

え
る
か
と
い
う
こ
と
と
密
接
に
関
わ

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず

開
発
下
で
の
変
化
を
理
解
す
る
に
は
文
化
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え

た
ら
い
い
か
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ふ
た
つ
め
は
、
開
発
と
い
う
状
況
の
中
で
進
行
し
て
い
る
変
化
に
つ
い
て
、

変
化
そ
の
も
の
の
性
格
、
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
あ
る
社
会
内
部

の
変
化
だ
け
を
見
て
い
て
も
、
.そ
の
変
化
自

体
が
持

つ
意
味
は
分
か
ら
な
い
。
社
会
内
の
変
化
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
変
化

の
方
向
や
性
格
を
決
定
づ
け
て
い
く
、
な
ん
ら
か
の
力
の
作
用
に
ま
で
分
析
の

視
野
を
広
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り

一
方
は
、
変
化
を
生
じ

つ
つ
あ
る
社
会
を
含
め
て
研
究
の
視
野
を
ど

こ
ま
で
広
げ
る
か
と
い
う
研
究
対
象
の
問
題
で
あ
り
、
も
う

一
方
は
制
度
や
組

織
、
行
為
、
象
徴
な
ど
、
色

々
な
レ
ベ
ル
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
文
化
と
い
う
も

の
を
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
文
化
の
概
念
、
定
義
の
問
題

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

同
時
に
両
者
は
密
接
に
関
係
し
あ

っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
変
化
の
過
程
だ
け

で
な
く
変
化
そ
の
も
の
の
性
格
を
と
ら
え
る
の
に
有
効
な
文
化
概
念
を
手
に
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
変
化
の
過
程
の
な
か
に
そ
の
変
化
の
方
向
を

決
め
て
い
く
よ
う
な
外
的
な
力
が

入
り
込
ん
で
い
く
状
態
を
明
ら
か
に
で
き
る

よ
う
な

「状
況
」
を
研
究
対
象
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。

開
発

「
状
況
」
と
文
化
研
究

一

開
発

「状
況
」
に

つ
い
て

開
発
が
行
わ
れ
て
い
る
社
会
で
は
、ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
の
か
、

そ
し
て
そ
の
変
化
自
体
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も

つ
現
象
な
の
か
。
こ
れ
ら
を

理
解
す
る
た
め
に
は

「開
発
さ
れ
る
社
会
」
が
置
か
れ
て
い
る
あ
る
特
殊
な
状

況
を
意
識
的
に
と
り
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
開
発
下
で
生
じ
て
い
る
文

化
変
化
を
対
象
と
し
て
書
か
れ
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
多
く
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に

.は
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
あ
る
社
会
内
部
で
起
こ
っ
て
い
る
変
化
を
、

社
会
制
度
、
経
済
活
動
、
価
値
観
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
分
け
て
考
察
し
、

そ
れ
ら
の
間
の
関
係
に
生
じ
た
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
は

実
に
広
く
多
様
な
社
会
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
社
会
制
度
や
経
済
活
動
の
あ
り
か
た
な
ど
も
、
社
会
ご
と
に
非
常
に
異
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
多
様
性
を
も

つ
社
会
が
開
発
と
い
う
経
緯
を

経
て
向
.か

っ
て
い
る
方
向
、
そ
し
て
そ
こ
に
向
か
う
途
上
で
経
験
し
て
い
る
変

化
に
は
驚
く
ほ
ど
の
同
質
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
社
会
に
お
い
て
意
思
決
定

に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
組
織
の
解
体
、
呪
術
や
民
間
信
仰
の
抑
圧

・

禁
止
と
世
界
宗
教
へ
の
改
宗
、
土
地
の
所
有
形
態
の
改
変
に
よ
る
経
済
活
動
の

変
容
、
都
市
へ
の
人
口
移
動
と
農
民
の
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
化
な
ど
が
、
そ
の

変
化
の
内
容
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
変
化
の
内
容
と
、
変
化
そ
の
も
の
を
あ
る

一
定
の
方
向
に
向
か

わ
せ
る
よ
う
な
何
ら
か
の
力
が
働
い
て
い
る
よ
う
な

「状
況
」
と
い
う
の
は
、

植
民
地
支
配
下
で
植
民
地
化
さ
れ
る
社
会
が
被

っ
た
変
化
を
思

い
起
こ
さ
せ

る
。
ジ

ョ
ル
ジ

ュ
・
バ
ラ
ン
デ

ィ
エ
は
中
央
ア
フ
リ
カ
の
コ
ソ
ゴ
族
の
、
植
民

地
下
で
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
運
動
を
研
究
す
る
際
に
、
こ
の
運
動
が
生
じ
て
く
る
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植
民
地

「状
況
」
と
い
う
特
殊
な
局
面
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
植
民

地

「状
況
」
を
、
「植
民
地
化
す
る
社
会
」
と

「
植
民
地
化
さ
れ
る
社
会
」
の

関
係
か
ら
生
じ
る
、
複
合
的
な
現
象
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
。
バ
ラ
ソ
デ
ィ

エ
が
植
民
地

「状
況
」
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
ふ
た

つ
の
異

な
る
社
会
、
す
な
わ
ち
植
民
地
化

す
る
社
会
と
植
民
地
化
さ
れ
る
社
会
が
た
だ

単
に
混
合
、
併
存
し
て
い
る

「場
」
で
は
な
い
。
そ
の

「場
」
に
お
い
て
生
じ

て
く
る
特
殊
な

「
現
象
」
を
、
「
場
」
特
有
の
性
格
と
し
て
合
わ
せ
持

っ
て
い

る

「状
況
」
な
の
で
あ
る
。

「社
会
変
化
に
つ
い
て
の
人
類
学
的
研
究
は
、
植
民
地
状
況
を
、
変
化
の

動
因
と
過
程
に
あ
る
種
の
方
向
を
与
え
る
特
殊
な
局
面
と
し
て
説
明
す
る
こ

と
が
従
来
ほ
ど
ん
ど
な
か

っ
た

。
い
わ
ば
こ
れ
ら
の
過
程
を
ば
ら
ば
ら
に
分

け
て
考
察
し
て
き
た

ー

た
と

え
ば
、
貨
幣
経
済
と
賃
金
制
度
の
浸
透
、
近

代
教
育
の
普
及
、
布
教
活
動
な
ど
と
い
っ
た
形
で
ー

の
で
あ

っ
て
、

一
つ

の
全
体
を
構
成
す
る
も
の
と
し

て
、
ま
た
自
立
し
た
新
し
い
社
会
の
建
設
を

　　
　

準
備
す
る
も
の
と
し
て
考
え
た

こ
と
は
決
し
て
な
か

っ
た
の
で
あ
る
」

植
民
地
の
社
会
変
化
に
関
す
る
従
来
の
研
究
の
多
く
は
、

一
方
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
社
会
と
い
う
植
民
地
化
す
る
社
会
を
、
も
う

一
方
に
伝
統
的
社
会
と
い
う
植

民
地
化
さ
れ
る
社
会
を
描
き
、

一
方
の
影
響
に
よ

っ
て
他
方
が
ど
の
よ
う
に
変

化
を
被

っ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
で
は
、
両
者
の
接
触

に
よ

っ
て
生
じ
る
特
殊
な
現
象
は
分
析
の
対
象
か
ら
抜
け
落
ち
て
し
ま
い
、「状

況
」
は
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
植
民
地
化
す
る
社
会
が
植
民
地
化
さ
れ
る
社
会
の
中
に
次
第
に
入
り

こ
み
、
相
互
に
作
用
し
あ

っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な

「
状
況
」
の

中
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
プ

ロ
セ
ス
を
通
し
て
、
た

と
え
ば
植
民
地
化
さ
れ

る
社
会
が
植
民
地
化
す
る
社
会
に
と

っ
て
都
合
の
い
い
資
源
や
労
働
力
の
調
達

源
と
な

っ
た
り
、
社
会
制
度
が
根
本
的
な
変
化
を
被

っ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う

な
、
植
民
地
に
生
じ
る
独
特
の
現
象
は
、
技
術
力
と
経
済
力
を
持

つ
文
明
社
会

と
機
械
以
前
の
技
術
し
か
持
た
な
い
社
会
と
が

「接
触
」
す
れ
ば
必
然
的
に
生

ま
れ
て
く
る
現
象
で
は
な
い
。
こ
の
現
象
を
理
解
す
る
に
は
植
民
地

「状
況
」

に
お
い
て
作
用
す
る
別
の
さ
ま
ざ
ま
な

「力
」
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
パ
ラ
ソ
デ
ィ
エ
は
植
民
地

「状
況
」
に
お
け
る
社
会
変
化
は

「政
治
的

支
配
」
と
い
う
文
脈
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
、
ま

　
ア
　

た
こ
の

「政
治
的
支
配
」
は
必
ず
や

「文
化
的
支
配
」
を
伴
う
と
述
べ
る
。
従

っ
て
、
バ
ラ
ン
デ

ィ
エ
に
と

っ
て
、
植
民
地
化
さ
れ
る
社
会
に
お
い
て
経
済
価

値
が
優
越
す
る
と
い
う
新
し
い
状
況
の
出
現
、
伝
統
的
な
位
階
制
に
対
す
る
打

.

撃
、
伝
統
的
宗
教
か
ら
世
界
宗
教

へ
の
改
宗
な
ど
は
、
単
な
る

「変
化
」
で
は

な
く

「文
化
的
支
配
」
の
諸
局
面
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。開

発
下
で
の
変
化
も
ま
た
、
開
発
す
る
側
の
人
々
と
開
発
さ
れ
る
側
の
人
々

の
相
互
作
用
が
行
わ
れ
る

「場
」
で
あ
り
、
開
発
さ
れ
る
社
会
の
変
化
に
伴

っ

て
生
じ
て
く
る
現
象
に
は
、
単
な
る

「
変
化
」
や

「
接
触

の
結
果
」
で
は
片
づ

け
ら
れ
な
い
、
や
は
り

「
支
配
さ
れ
る
過
程
」
に
似
た
性
格
が
あ
る
。
つ
ま
り

経
済
成
長
を
目
指
す
中
で
、
開
発
さ
れ
る
社
会
の
文
化
は
意
識
的
に
も
無
意
識

的
に
も
無
視
さ
れ
、
社
会
制
度
や
組
織
形
態
な
ど
の
文
化
的
基
盤
が
揺
る
が
さ
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れ
る
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
開
発
下
で
の
社
会
の
変
化

は
、
そ
の
変
化
自
体
が
特
殊
な
性
格
を
帯
び
た
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
を
包
摂
す
る

よ
う
な
開
発

「状
況
」
の
中
で
生
じ
て
い
る
。

で
は
開
発

「状
況
」
と
は
ど
の
よ
う
な
相
互
作
用

・
関
係
が
生
じ
て
い
る
状

況
な
の
か
。
バ
ラ
ソ
デ
ィ
エ
の
植
民
地

「状
況
」
の
概
念
は
開
発
を
考
え
る
上

で
も
非
常
に
有
効
で
あ
る
。
し
か

し
開
発

「状
況
」
に
お
い
て
は
、
植
民
地

「
状

況
」
と
違

っ
て
植
民
地
政
府
の
よ
う
な
行
政
機
関
も
な
け
れ
ば
明
ら
か
な
政
治

的
支
配
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
開
発

「状
況
」
は
植
民
地

「状
況
」

と
は
異
な
る
条
件
に
よ

っ
て
成
立
し
て
い
る
。

発
展
途
上
国
は
開
発
に
よ

っ
て
、
ま
ず
経
済
成
長
を
目
指
し
て
い
る
。
学
校

の
創
設
な
ど
、
開
発
計
画
の
内
容
が
直
接
的
に
は
経
済
成
長
に
関
係
し
て
い
な

く
て
も
、
そ
れ
ら
は
間
接
的
に
経
済
成
長
に
寄
与
す
る
か
、
あ
る
い
は
経
済
成

長
を
促
進
す
る
要
因
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
経
済
成
長
の
結
果
達
成
し

た
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
人
々
の
生
活
水
準
の
維
持

・
向
上
で
あ
り
、

国
家
の
安
定
と
繁
栄
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
開
発
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
理
想

を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
な
の
で
あ
り
、
抽
象
的
な
理
想
や
目
標
を
開
発
計
画

と
い
う
具
体
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
移
し
か
え
て
実
行
し
て
い
く
過
程
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
が
、
道
路
や
ダ
ム
、
農
業
に
導
入
さ
れ

る
大
型
機
械
や
新
品
種
、
こ
れ
ら
は
経
済
成
長
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
道

路
や
ダ
ム
を
建
設
す
る
こ
と
が
経
済
成
長
を
達
成
す
る
手
段
で
あ
り
、
大
型
機

械
の
導
入
が
農
業
を
合
理
化
し
経
済
成
長
に
つ
な
が
る
方
法
だ
と
、
開
発
す
る

人
々
が
考
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
な
ん
ら
か
の
抽
象
的
な
理
想
や
理
念
を
具

体
的
な
形
で
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
理
想
や
理
念
を
解
釈
す
る

必
要
が
生
じ
る
。
そ
し
て
そ
の
解
釈
の
内
容
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
を
実
現
す
る

た
め
の
方
法
の
選
択
が
行
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
皆
が

「幸
せ
に
な
り
た
い
」

と
考
え
て
い
て
も
、
そ
の
た
め
に
何
を
す
る
か
と
い
う
段
に
な
る
と
、
健
康
づ

く
り
に
励
む
人
も
い
れ
ば
お
金
を
貯
め
る
た
め
に
必
死
に
働
く
人
も
い
る
。
こ

の
場
合
人
に
よ

っ
て
幸
福
が
意
味
す
る
こ
と
が
異
な

っ
て
い
る
か
ら
自
ず
と
目

指
す
も
の
も
実
現
の
し
か
た
も
人
そ
れ
ぞ
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
同

じ
よ
う
に
、
社
会
に
よ

っ
て
経
済
成
長
と
い
う
理
念
や
理
想
の
解
釈
が
異
な
れ

ば
、
そ
れ
に
よ

っ
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
標
も
実
現
の
た
め
の
手
段
も
異
な

っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
経
済
成
長
を
目
指
す
開
発
計
画
は
、
そ
れ
が

行
わ
れ
る
地
域
が
違

っ
て
も
、
ま
た
そ
の
地
域
の
政
治
的
、
社
会
的
事
情
が
異

な

っ
て
い
て
も
、
具
体
的
に
実
行
に
移
さ
れ
る
内
容
や
そ
の
や
り
方
に
お
い
て

は
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
。
づ
ま
り
開
発
す
る
側
に
立

つ
人

々

(政
府
、
国
家
)

は
、
経
済
成
長
と
い
う
目
標
の
実
現
に
お
い
て
非
常
に
似
通

っ
た
解
釈
を
し
て

お
り
、
ま
た
解
釈
さ
れ
た
内
容
を
実
現
す
る
方
法
の
選
択
に
も
、
き
わ
め
て
共

通
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
A
.
F
.
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
開

発
計
画
を

一
種
の

「象
徴
的
シ
ス
テ
ム
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て

(
8
>

い
る
が
、
こ
れ
は
経
済
成
長
と
い
う
理
想
や
目
標
を
具
体
的
な
計
画
や
プ

ロ
グ

ラ
ム
に
移
し
か
え
て
い
く
過
程
を

「
文
化
に
基
づ
く
意
味
づ
け
の
作
用
」
で
あ

る
と
見
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
家
の
図
面
を
描
く
よ
う
に
と
言
わ
れ

た
場
合
、
全
く
異
な
る
文
化
的
背
景
を
持
ち
、
異
な
る
環
境
の
中
で
生
活
し
て

き
た
ふ
た
り
の
人
間
で
あ
れ
ば
、全
く
違
う
図
面
を
描
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は

「
家
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
認
識
、
文
化
的
条
件
に
よ

っ
て
異
な

っ
て

解
釈
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
持

っ
て
い
る
異
な

っ
た

「
家
の
概
念
」
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が
図
面
の
上
で
線
や
文
字
に
よ

っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
く
る
。

一
方
に
経
済
成
長

を
な
し
遂
げ
る
と
い
う
目
標
が
あ
り
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
形
で
も
う

一
方
に
あ

る
開
発
計
画
と
い
う
文
字
や
図
面

で
あ
ら
わ
さ
れ
る
具
体
的
な
も
の
に
移
し
か

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
時
に
橋
を
架
け
る
、
道
路
を
敷
設
す
る
な

ど
の
内
容
が
選
択
さ
れ
る
が
、
こ
の
選
択
は
、
計
画
立
案
者
が
経
済
成
長
と
そ

れ
に
よ

っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
社

会
の
姿
を
ど
の
よ
う
に
思
い
描
い
て
い
る
か

に
よ

っ
て
決
ま

っ
て
く
る
。
そ
し
て
こ
の
計
画
立
案
者
が
も

つ
イ
メ
ー
ジ
は
彼

ら
の
基
づ
い
て
い
る
文
化
認
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
開
発
さ
れ
る
社
会
で
は

、
仮
に
経
済
成
長
と
い
う
目
標
を
持

っ
て
い

た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
考
え

方
は
開
発
計
画
に
示
さ
れ
た
も
の
と
は
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
社
会
で
有

効
だ
と
考
え
ら
れ
る
方
法
や
実
現

の
た
め
の
手
段
は
、
そ
の
社
会
の
人
々
が
自

分
た
ち
の
社
会
な
り
に
経
済
成
長

に
つ
い
て
の
解
釈
、
理
解
を
行

っ
た
結
果
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
解
釈
や
理
解
は
彼
ら
の
文
化
認
識
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
開
発
さ
れ
る
地
域
に
よ

っ
て
は
経
済
成
長
と
い
う
目
標

自
体
を
持

っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
経
済
成
長
を
必
要

と
す
る
開
発
す
る
側
の
考
え
方
と
地
域
の
考
え
方
と
が
、
開
発
の

「場
」
で
相

互
に
作
用
し
あ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
開
発

「状
況
」
を
形
作

っ
て
い
る
の
は
、
開
発
す

る
側
の
、
経
済
成
長
を
め
ぐ
る
解
釈

・
意
味
づ
け
と
、
開
発
さ
れ
る
側
の
持

つ

そ
れ
と
の
相
互
作
用
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
植
民
地

「状
況
」
で
は
植
民
地
化

す
る
社
会
は
行
政
政
府
を
通
し
て
、
植
民
地
化
さ
れ
る
社
会
の
中
に
入

っ
て
い

っ
た
。
開
発

「状
況
」
で
は
開
発
す
る
側
の

「
経
済
成
長
」
に
関
す
る
解
釈

・

意
味
づ
け
そ
し
て

「経
済
成
長
」
に
よ

っ
て
何
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
か
に

つ

い
て
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ソ
が
、
開
発
計
画
の
中
に
具
体
的
な
形
で
移
し
か
え
ら
れ
、

開
発
政
策
や
開
発
を
実
行
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
開
発
さ
れ
る
側
に
入

っ
て

い
く
。
さ
ら
に
、
こ
の
相
互
作
用
に
お
い
て
は
両
者
が
対
等
の
関
係
に
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
い
て
い
い
だ
ろ
う
。
開
発
さ
れ
る
社
会
や
地
域

が
経
験
し
て
い
る
変
化
を
検
討
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
常
に
開
発

す
る
側
の
意
味
づ
け
が
開
発
さ
れ
る
側
の
意
味
づ
け
を
圧
倒
し
、
そ
の
上
に
覆

い
か
ぶ
さ
り
、
変
容
を
余
儀
な
く
さ
せ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
開
発
す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
文
化
認
識
の
間
に
は
、
基
本
的
に

不
均
衡
な
関
係
が
あ
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ソ
は
開
発
計
画
と
そ
の
実
践
は
、
基
本

的
に
は
国
家
と
地
域
の
人

々
の
あ
い
だ
の
関
係
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
権
力
と
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
も
、
社
会
の
変
化
の
方
向
を
決
定
づ
け
る

一
因
と
し
て
働
く
と
指

(9
)

摘
し
て
い
る
。

開
発

「
状
況
」.
と
は
、
「
経
済
成
長
」
及
び
そ
れ
に
よ

っ
て
達
成
し
よ
う
と

す
る

「ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
」
を
支
え
る
、
開
発
す
る
側
の
文
化
認
識
が
、
開
発
計
画

や
そ
の
実
践
過
程
を
介
し
て
、
開
発
さ
れ
る
側
の
文
化
認
識
と
相
互
作
用
を
起

こ
し
て
い
る
状
態
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
相
互
作
用
の
場
で
は
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
や
、
国
家
と
地
域
を
つ
な
ぐ
政
治
的
な
力
、
開
発
す
る
側
の
持

つ
圧
倒

的
な
技
術
力
な
ど
も
作
用
し
、
ふ
た
つ
の
文
化
認
識
の
間
に
は
不
均
衡
な
関
係

が
生
ま
れ
る
。

開
発
下
で
の
社
会
内
の
変
化
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
な
異
な
る
ふ
た

つ
の
文
化
に
加
え
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
権
力
な
ど
多
様
な

「力
」
が
作
用
す

る

「状
況
」
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

「状
況
」
特
有
の
諸
々

開発 「状況」における文化と環境89



の

「
力
」
が
、
社
会
内
部
の
変
化

の
方
向
を
決
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
社
会
変
化
の
全
体
像
、
そ
し
て
そ
の
変
化
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
の
研

究
対
象
は
、
あ
る
社
会
内
部
の
変
化
に
加
え
て
そ
の
変
化
の
方
向
を
決
定
す
る

「力
」
、
つ
ま
り
開
発
す
る
側
の

「経
済
成
長
」
を
め
ぐ
る
文
化
的
意
味
づ
け

や
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
、
さ
ら
に
開
発
計
画
の
内
容
や
そ
れ
ら
が
実
践
さ
れ
て
い
く

プ

ロ
セ
ス
に
ま
で
広
が

っ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

二

文
化
の
概
念

開
発

「状
況
」
に
お
い
て
開
発
さ
れ
る
社
会
に
生
じ
て
い
る
変
化
に
は
、
あ

る
方
向
性
が
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
経
験
し
て
い
る
変
化
の
具
体
的

な
内
容
は
多
様
で
あ
る
。
歴
史
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
法
や
制
度
の
急
激

な
変
化
を
経
験
す
る
社
会
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
や
り
か
た
の
中
に
巧
み
に

変
化
を
取
り
入
れ
て
い
く
場
合
も
あ
る
。変
化
が
制
度
や
組
織
に
と
ど
ま
ら
ず
、

人

々
の
身
体
的
、
精
神
的
健
康
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
生
命
を
左
右
す
る

こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
影
響
を
ほ
と
ん
ど
被
ら
な
い
社
会
も
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
個
々
の
変
化
の
多
様
性
と
、
全
体
と
し
て
見
た
と
き
に
変
化
そ
の
も

の
が
持

っ
て
い
る
あ
る
方
向
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
だ
ろ
う
か
。

開
発
下
で
生
じ
て
い
る
社
会
の
変
化
を

「文
化
変
化
」
と
し
て
と
ら
え
よ
う

と
す
る
場
合
、
文
化
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
ま
ず
問
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で

の
人
類
学
老
に
よ
る
研
究
を
振
り
返

っ
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
に
お
い

て
文
化
の
と
ら
え
ら
れ
か
た
は
実

に
さ
ま
ざ
ま
で
、
と
き
に
は
研
究
対
象
で
あ

る
は
ず
の
文
化
の
存
在
そ
の
も
の
が
非
常
に
曖
昧
に
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
曖
昧
さ
は
、
開
発
下
に
お
け
る
変
化
を
文
化
変
化
と
い
う
視

点
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
て
出
発
し
な
が
ら
、
当
の
文
化
が
無
く
な

っ
て
し
ま

い
、
結
局
文
化
変
化
と
い
う
考
え
方
が
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
奇
妙
な
結
論
に

至

っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
開
発

「状
況
」
を
理
解
す
る
に
は
社
会
内
部
の

変
化
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
よ
り
広
い
現
象
が
研
究
の
対
象

と
な
る
。
そ
の
す
べ
て
の
局
面
に
お
い
て
常
に

一
つ
の
文
化
概
念
や
研
究
方
法

が
有
効
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
社
会
内
部
の
変
化
を
開

発

「状
況
」
と
関
連
づ
け
て
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
文
化
の
概
念
を
こ
こ
で

検
討
し
て
み
た
い
。

第

二
次
世
界
大
戦
後
、
近
代
化
政
策
や
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
の
導
入
に
よ

っ
て

社
会
が
大
き
な
変
化
を
経
験
す
る
よ
う
に
な
る
と
開
発
下
で
の
社
会
変
化
は
人

.類
学
者
の
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
と
な

っ
た
。
こ
の
研
究
に
お
い
て
、
文
化
は
芸

術
や
宗
教
、
法
や
行
政
の
制
度
、
ま
た
社
会
慣
習
や
生
活
様
式
、
価
値
観
な
ど

を
含
み
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
関
連
し
あ

っ
て
機
能
し
て
い
る

「
全
体
」
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
マ
ー
ガ
レ

ッ
ト

・
ミ
ー
ド
は
技
術
変
化
が
社
会
に
及
ぼ

す
影
響
を
研
究
す
る
際
に
、
文
化
は

「
統
合
的
全
体
」
で
あ
り

「文
化
の
い
か

な
る
部
分
に
生
じ
た
変
化
も
、
必
ず
他
の
部
分
の
変
化
を
伴
う
」
と
述
べ
て
い

お
　　

る
。

一
見
無
関
係
に
見
え
る
人
間
の
行
為
や
制
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
中

で
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
統
合
さ
れ
て
お
り
相
互
に
関
係
を
持

っ
て
い
る
。
変

化
研
究
と
は
社
会
の
こ
の
よ
う
な
統
合
の
さ
れ
か
た
を
ふ
ま
え
て
、
社
会
内
の

ど
の
よ
う
な
要
素
が
変
化
に
か
か
わ
り
、
ま
た
そ
れ
が
他
の
要
素
に
対
し
て
ど

の
よ
う
に
作
用
し
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
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す
の
で
あ
る
。
技
術
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
外
部
か
ら
の
影
響
は
文
化
の

一
部

に
の
み
及
ぶ
わ
け
で
は
な
い
。
相

互
に
連
関
を
持

つ
文
化
の
諸
要
素
に
次

々
に

玉
突
き
状
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
結
果
と
し
て
文
化
の

「統
合
的
全
体
」
が
そ
れ

ま
で
と
は
異
な

っ
た
様
相
を
示
す

こ
と
に
な
る
。
ミ
ー
ド
に
と

っ
て
変
化
と
は
、

文
化
の
型
の
崩
壊
過
程
と
同
義
だ
と
い
え
る
。
ミ
ー
ド
に
限
ら
ず
文
化
を

「機

能
的
連
関
を
持

つ
全
体
」
と
と
ら
え
る
文
化
観
は
、
そ
の
後

の

「
文
化
が
発
展

に
と

っ
て
阻
害
要
因
か
促
進
要
因
か
」
と
い
う
議
論
の
土
台
に
な
る
よ
う
な
静

態
的
で
固
定
的
な
文
化
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
だ
し
た
。
そ
し
て
極
端
な
場
合
に

は
、
新
た
な
技
術
や
変
化
に
対
応

で
き
な
い
よ
う
な
保
守
的
な

「型
」
の
文
化

は
改
革

の
た
め
に
は
根
底
か
ら
変

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
方
を

生
み
出
す
こ
と
に
も
つ
な
が

っ
て
い
っ
た
。

こ
の
静
態
的
な
文
化
の
と
ち
え
か
た
に
は
多
く
の
問
題
が
あ

っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
し
か
し
ミ
ー
ド
は
同
時
に

「計
画
的
に
持
ち
込
ま
れ
る
変
化
の
ど

の
よ
う
な
部
分
も
、
文
化
の
中
心
的
な
諸
価
値
に
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て

　け
　

の
み
生
活
の
そ
の
他
の
局
面
に
生
じ
て
く
る
影
響
を
説
明
で
き
る
」
と
述
べ
て
、

「統
合
的
全
体
」
の
中
で
も
中
心
的
諸
価
値
は
そ
の
他
の
制
度
や
組
織
、
行
為

な
ど
と
は

一
線
を
画
し
た
要
素
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
「中
心
的
諸
価
値
」

が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
ミ
ー
ド
自
身
は
言
及
し
て
は
い
な
い
が
こ
の

指
摘
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
と
い
う

の
も

「変
化
」
を
と
ら
え
る
に
は

「統
合
的

全
体
」
よ
り
も
ミ
ー
ド
が

「中
心
的
諸
価
値
」
と
表
現
す
る
部
分
を

「文
化
」

と
し
て
理
解
し
た
ほ
う
が
適
切
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

文
化
の
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
前
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て

き
た
変
化
研
究
の
枠
組
み
自
体
に
あ
る
問
題
点
を
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

こ
こ
κ
は
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
早
く
か
ら
気
付
い
て
い
た
変
化
研
究
の
欠
点
が

は

っ
き
り
現
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
外
部
か
ら
の
影
響
は
単
に

「技
術
」
と
し

て
し
か
認
識
さ
れ
な
い
た
め
に
、
そ
の
技
術
を
も
た
ら
す
側
は
ひ
と

つ
の
社
会

な
い
し
文
化
と
し
て
は
認
識
さ
れ
な
い
。
し
た
が

っ
て
検
討
さ
れ
る
の
は
、
技

術
が
持
ち
込
ま
れ
た
側
の
社
会
の
文
化
の
型
と
そ
の
変
化
だ
け
と
い
う
こ
と
に

な

っ
て
し
ま
い
、
開
発
下
で
社
会
が
経
験
し
て
い
る
異
な
る
文
化
ど
う
し
の
相

互
作
用
と
い
う
面
が
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、
植
民
地
支
配
下
に
あ
る
ア
フ
リ
カ
文
化
の
変
化
の
性

格
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
利
害
関
心
の

衝
撃
、
影
響
、
も
ろ
も
ろ
の
能
動
的
な
機
関
は
単
に
融
合
な
い
し
混
合
す
る
も

の
で
は
な
く
し
て
、

一
定
の
目
的
で
異
な

っ
た
脈
絡
で
方
向
づ
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
は
全
然
相
互
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
し
た
が

っ
て
単
純
な
仕
方
で
は
行
為
せ
ず
、
と
り
わ
け
、
ア
フ
リ
カ
文
化
と
単
に
混
合

.
融
合
す
る
の
で
は
な
く
て
、
よ
り
複
雑
な
動
態
的
仕
方
で
そ
れ
ら
を
変
容
さ

　
セ
　

せ
る
も
の
で
あ
る
。」
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
変
容
の
場
で
は

「特
定
の
接
触
の

力

-

人
種
的
偏
見
、
経
済
的
帝
国
主
義
、
隔
離
の
要
求
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の

生
活
水
準
の
保
証
、
お
よ
び
以
上
に
述
べ
た
こ
と
に
対
す
る
ア
フ
リ
カ
人
の
反

　お
　

動

1

の
相
互
作
用
」
が
生
じ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
と

ら
え
よ
う
と
し
た
文
化
変
化
の
性
格
、
そ

の
変
化
の
中
で
生
じ
て
く
る
特
別
な

「現
象
」
は
、
バ
ラ
ン
デ
ィ
エ
が
植
民
地

「
状
況
」
と
と
ら
え
た
も
の
に
近
い
。

わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
開
発

「状
況
」
で
あ

っ
て
植
民
地

「状
況
」
と
は
い
く
ぶ

ん
異
な
る
条
件
下
に
あ
る
が
、

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
が

「
動
態
的
」
な
変
化
、
そ

し
て
文
化
の
相
互
作
用
の
中
で
生
じ
る
特
別
な
現
象
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
用
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い
た
研
究
方
法
と
文
化
概
念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
を
見
て
お
く
こ

と
は
有
効
だ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
が

こ
の
よ
う
な
変
化
の

「
質
」
や
、
特
別
な

「
現

象
」
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
な
が
ら
も
、
彼
の
用
い
た
文
化
概
念
や
研
究

方
法
で
は
、
結
局

「状
況
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
と
い
う

失
敗
か
ら
も
、
反
省
的
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
異
な
る
文
化
が
相
互
作
用
を
行

っ
た
結
果
、
そ
こ
に
新

た
な
状
態
が
生
じ
て
く
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
相
互
作
用
は

「
原
住
民
の

部
族
的
権
威
を
左
右
す
る
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
庁
で
あ
り
、
ア
フ
リ
カ
人
労

働
を
変
容
さ
せ
る
の
は
西
欧
企
業

で
あ
り
、
組
織
的
ア
フ
リ
カ
宗
教
を
変
形
さ

せ
る
の
は
組
織
的
伝
道
教
会
で
あ
る
」
と
い
う
説
明
に
も
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る

(14
)

よ
う
に
、
対
応
関
係
に
あ
る
制
度
間
の
相
互
作
用
だ
と
考
え
る
。
つ
ま
り
異
な

る
文
化
の
相
互
作
用
と
は

「
制
度
間
の
作
用
」
の
こ
と
を
意
味
し
、
文
化
と
は

個

々
の
制
度
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

文
化
が
制
度
で
あ
り
、
社
会
変
化
が
こ
の
制
度
間
の
相
互
作
用
か
ら
生
じ
て

く
る
と
考
え
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
相
互
作
用
を
起
こ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
ふ
た
つ
の
制
度
が
果
し
て
本
当
に
対
応
関
係
に
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば

ど
の
よ
う
な
意
味
で
対
応
関
係
に
あ
る
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

と
え
ば
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
シ
ベ
ル
ー
ト
島
が
開
発
さ
れ
た

際
に
そ
こ
で
大
き
く
変
化
を
被

っ
た
も
の
に

「
ウ
マ
」
と
い
う
シ
ベ
ル
ー
ト
島

独
特
の
制
度
が
あ
る
。
「
ウ
マ
」
と
は
五
戸
か
ら
十
戸
程
度
の
世
帯
が
共
同
生

活
を
行

っ
て
い
る
建
物
な
い
し
そ
の
居
住
グ
ル
ー
プ
を
指
し
、
こ
れ
が
ひ
と

つ

の
共
同
体
を
形
成
し
て
い
る
。
開
発
計
画
は
こ
の

「
ウ
マ
」
を
新
た
な
行
政
制

度
で
あ
る

「
村
」
に
統
合
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
結
果
シ
ベ
ル
ー
ト
島
民

の
生
活
は
非
常
に
大
き
く
変
容
す
る
。
そ
し
て
そ
の
社
会
変
化
に
伴

っ
て
自
然

環
境
の
破
壊
な
ど
社
会
生
活
以
外
の
面
で
の
変
化
も
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な

っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
開
発
計
画
に
よ

っ
て
生
じ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な

「現
象
」
を
、
対
応
関

係
に
あ
る
制
度
間
の
相
互
作
用
か
ら
生
じ
た
と
説
明
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し

い
。
と
い
う
の
も
、
「
ウ
マ
」
は
極
め
て
多
様
な
役
割
と
性
格
を
帯
び
た
制
度

だ
か
ら
で
あ
る
。共
同
体
と
し
て
社
会
生
活
の
基
礎
を
成
し
て
い
る
と
と
も
に
、

儀
礼
を
行
う
基
盤
と
し
て
宗
教
的
役
割
も
負

っ
て
い
る
。
「ウ

マ
」
単
位
で
狩

り
や
作
物
栽
培
な
ど
の
労
働
を
行
う
と
い
う
意
味
で
は
経
済
活
動
の
単
位
で
も

あ
る
。
ま
た
婚
姻
も

「
ウ
マ
」
を
基
準
と
し
て
行
わ
れ
、
親
族
関
係
を
結
ぶ
た

め
の
基
礎
と
も
言
え
る
。
も
し
も
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
応
じ
て
、
.対
応

関
係
に
あ
る
制
度
を
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
行
政
制
度
の

「村
」
、
宗
教
的
基

盤
で
あ
る

「
教
会
」
、
婚
姻
の
基
盤
と
し
て
の

「世
帯
」
な
ど
が
挙
が

っ
て
く

る
。
し
か
し

「ウ

マ
」
を
こ
の
よ
う
な
ば
ら
ば
ら
な
制
度
や
役
割
に
分
け
て
し

ま

っ
た
と
き
に

「
ウ
マ
」
が
持

っ
て
い
た
本
来
の
性
格
は
全
く
見
え
な
く
な

っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
ウ

マ
」
が
持

っ
て
い
る
重
要
な
役
割
は
、
人
間
が
世

界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
と

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
」
を
行
う

こ
と
を
可
能
に
す

る
こ
と
に
あ
る
。
人
閭
ど
う
し
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
、
動
物
と
の
そ
れ

も
、
ま
た
自
然
界
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
.ソ
も
す
べ
て

「
ウ
マ
」
を
土
台
と

し
て
行
う
。
こ
の

「ウ
マ
を
基
礎
と
す
る

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
考

え
方
に
基
づ
い
て
、
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
は
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。
シ

ベ
ル
ー
ト
島
で
生
じ
た
社
会
変
化
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
現
象
は
、
ど
れ
ひ
と

つ
と
し
て
対
応
関
係
に
あ
る
制
度
間
の
相
互
作
用
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
で
は
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な
い
。
そ
も
そ
も
い
く

つ
か
の
役
割
に

「
ウ

マ
」
を
分
割
す
る
こ
と
自
体
が
不

可
能
だ
ろ
う
。
シ
ベ
ル
ー
ト
島
の
変
化
は
「
ウ
マ
を
基
礎
と
す
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
と
い
う
考
え
方
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
世
界
観
が
崩
壊
し
た
こ
と
か

ら
生
じ
て
い
る
。
開
発
す
る
側
と
相
互
作
用
を
起
こ
し
、
そ
し
て
変
化
を
被

っ

た
の
は
、
こ
の
彼
ら
の

「認
識
」

に
か
か
わ
る
部
分
で
あ
り

「世
界
観
」
を
支

え
る
部
分
な
の
で
あ
る
。

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、
文
化
接
触
が
対
応
関
係
に
あ
る
制
度
ど
う
し
の
あ
い

だ
で
生
じ
る
と
考
え
た
た
め
に
、
変
化
を
被

っ
て
い
る
社
会
の
文
化
を
ば
ら
ば

ら
な

「制
度
」
と
い
う
実
体
に
分
解

し
て
し
ま

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「
制

度
」
は
接
触
を
起
こ
し
て
い
る
も
う

一
方
の
社
会
に
あ
る

「制
度
」
の
対
応
物

だ
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ら
を
見
る

「
視
点
」
も
予
め
規
定
さ
れ
て

し
ま
う
こ
と
に
な

っ
た
。
シ
ベ
ル
ー
ト
の
例
で
言
え
ば
儀
礼
は
宗
教
的
行
為
で

あ
り
、
狩
り
や
作
物
栽
培
は
経
済
活
動
で
あ
り
、
と
い
う
よ
う
に
す
べ
て
先
に

「
行
為
の
説
明
」
が
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

一
方
の
社
会
の
持

つ
制

度
や
役
割
に
、
こ
う
し
て

「
説
明
」

が
与
え
ら
れ
た
と
き
、
も
と
も
と
そ
の
制

度
が
基
づ
い
て
い
た
認
識
や
考
え
方

は

「説
明
」
を
与
え
た
側
の
認
識
の
中
に

と
り
こ
ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
段
階

で
異
な
る
ふ
た

つ
の
制
度
の
相
互
作
用
を

論
じ
て
も
、
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な

る
の
は

「制
度
の
差
異
」
だ
け
で
あ
り
、

制
度
そ
の
も
の
を
支
え
て
い
た

「認
識
」
の
ズ
レ
は
現
れ
て
は
こ
な
い
。
し
か

し
社
会
変
化
や
そ
れ
に
伴

っ
て
生
じ
る

「
現
象
」
は
、
こ
の

「
認
識
」
の
部
分

を
問
わ
な
い
こ
と
に
は
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
。

開
発

「
状
況
」
の
中
で
の
文
化

の
相
互
作
用
は
、

一
方

の
文
化
の
認
識
に
よ

っ
て
他
方
を
説
明
可
能
な
も
の
に
し
て
し
ま
う

の
で
は
な
く
、
両
者
の
認
識
そ

の
も
の
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
て
初
め
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
従

っ
て
文

化
は
こ
の
認
識
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
部
分
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
に

な
る
。

文
化
の

「型
」
で
も
な
く

「
制
度
」
で
も
な
く
、
人
間
の
行
為
に
分
析
の
主

眼
を
置
い
て

「
変
化
」
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
研
究
も
あ
る
。
文
化
を

「
型
」

と
し
て
と
ら
え
、
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
技
術
な
ど
が
文
化
の
諸
要
素
に
ど

の
よ
う
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
変
化
研
究
で
は
、
文
化
は
変
化
に
対
し

て
常
に
受
動
的
な
立
場
に
置
か
れ
る
。
し
か
し

一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
世
界

各
地
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
農
業
開
発
に
お
い
て
、
耐
品
作
物
や
高
収
穫

品
種
な
ど
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
農
民
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
報
告
さ
れ
る

よ
う
に
な

っ
て
く
る
と
、
受
動
的
な
変
化
の
と
ら
え
か
た
や
文
化
の
概
念
は
見

直
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
た
。
こ
う
し
て
研
究
の
対
象
は
人
間
の

「
行
為
」

へ
と
移
り
、
変
化
研
究
の
関
心
は
人
々
が
ど
の
よ
う
な
時
に
変
化
を
受
入
れ
、

ど
の
よ
う
な
時
に
拒
否
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
基
準
に
基
づ
い
て

変
化
を
受
け
入
れ
た
り
拒
否
し
た
り
す
る
の
か
、
と
い
う

「判
断
の
基
準
」
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

変
化
に
対
応
す
る
際
の
人
々
の

「
判
断
基
準
」
が
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て

き
た
か
を
振
り
返

っ
て
み
る
と
、そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
説
明
の
仕
方
が
あ
る
。

ひ
と
つ
は
経
済
人
類
学
的
態
度
と
呼
べ
る
も
の
で
、
人

々
は

「経
済
合
理
性
」

に
基
づ
い
て
意
思
決
定
を
行
い
、
文
化
変
化
は

「経
済
合
理
性
」
に
基
づ
く
人

々
の
判
断
や
選
択
の
結
果
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
だ
と
説
阻
さ
れ
る
。
ま
た
、
生

態
人
類
学
的
態
度
に
よ
る
説
明
で
は
、
す
べ
て
の
変
化
は

「環
境
適
応
」
と
い

う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
で
き
る
と
さ
れ
る
。
人
々
は
環
境
に
適
応
す
る
の
に
最
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も
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を
選
択
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
文
化
変
化
が
生
じ
る
と
説

明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者

の
態
度
を
合
わ
せ
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
形

〔15
V

で

「
ア
ダ
プ
テ
ー
シ

ョ
ソ

(適
応
)
理
論
」
が
現
れ
て
く
る
。
そ
こ
で
は
人
々

の
行
為
を

「
経
済
合
理
性
」
か

「
環
境
適
応
」
の
い
ず
れ
か

一
方
で
説
明
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
経
済
的
条
件
、
環
境
条
件
、
さ
ら
に
は
歴
史
的
に
形

成
さ
れ
て
き
た

「社
会
的
合
意
」

の
す
べ
て
が
人

々
の
行
為
の
選
択
に
影
響
を

及
ぼ
し
、
判
断
を
引
き
出
す
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
人

々
が
行
う
行
為

の
選
択
は
す
べ
て

「新
た
な
状
況

へ
の
適
応
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。で

は
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
文
化
と
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
人
間

の

「行
為
」
に
分
析
の
主
眼
を
置
く
変
化
研

究
に
お
い
て
文
化
を
規
定
す
る
の
は
非
常
に
難
し
い
。
経
済
人
類
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
で
は
、
変
化
を
決
定
づ
け

る
の
は
個

々
人
の

「経
済
合
理
性
」
に
基
づ

く
判
断
で
あ
り
、
こ
の
判
断
に
よ

っ
て
選
択
さ
れ
る
行
為
の
積
み
重
ね
が
新
た

な
文
化
を
形
成
し
て
い
く
と
さ
れ

る
。
こ
こ
で
は
文
化
は
個
々
人
の

「
選
択
の

問
題
」

へ
と
矮
小
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
生
態
人
類
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は

環
境
に
対
す
る
適
応
の
手
段
と
し

て
文
化
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ

に
人
間
の
能
動
的
な
行
為
が
入
る
余
地
が
な
く
、
人
間
の
行
為
は
せ
い
ぜ
い
環

境
の
要
請
に
対
し
て
そ
れ
を
満
た
す
た
め
の
道
具
を
選
択
す
る
こ
と
に
す
ぎ
な

く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
考
え
方
で
は
経
済
条
件

や
環
境
条
件
に
加
え
て
、
「社
会
的
合
意
」
す
な
わ
ち
社
会
慣
習
な
ど
も

「
判

断
基
準
」
の
中
に
含
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

「社
会
的
合
意
」
は
予

め
な
ん
ら
か
の
体
系
と
し
て
存
在

し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
個
々
人
が
さ
ま

ざ
ま
な
状
況
に
お
い
て
選
択
を
行

っ
て
き
た
結
果
、
次
第
に
社
会
の
合
意
が
形

成
さ
れ
、
慣
習
や
伝
統
と
い
う
形
に
な
る
。
そ
れ
が
次
に
く
る
選
択
に
次

々
に

お
　

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伝
統
や
慣
習
と

い
う
社
会
的
合
意
も
ま
た
も
と
を
正
せ
ば
人

々
の
選
択
行
為
に
他
な
ら
ず
、
結

局
こ
の
ア
ダ
プ

テ
ー
シ
ョ
ン
の
考
え
方
に
お
い
て
も
文
化
は
人

々
の

「選
択
」
、

「
行
為
」
そ
の
も
の
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

そ
の
場
そ
の
場
で
行
わ
れ
る

「
選
択
」
と
い
う
行
為
が
文
化
で
あ
り
、
そ
の

「
選
択
」
は
経
済
的
利
益
の
極
大
化
、
環
境
適
応
、
な
い
し
新
た
な
状
況

へ
の

適
応
に
向
け
て
行
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
文
化
は
常
に
な
ん
ら
か
の
目

的
の
た
め
の

「
手
段
」
と
い
う
副
次
的
な
位
置
に
置
か
れ
る
。
そ
の
目
的
に
向

け
て
最
も
適
し
た
条
件
の
組
み
合
わ
せ
を
、
そ
の
時

々
で
行
う
の
が
文
化
の
役

割
と
な
る
。
こ
う
し
て
文
化
は
そ
の
役
割
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
論
じ
ら
れ
、

文
化
自
身
の

「内
容
」
は
問
わ
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
研
究
に
は
、
先
に
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
研
究
方
法
を
検
討
し
た

際
に
明
ら
か
に
な

っ
た
の
と
同
様
の
欠
点
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
変
化
し
て
い
る

文
化
の

「内
容
」
を
明
ら
か
に
す
る
前
に
、
そ
の
変
化
の

「
目
的
」
が
先
に
説

明
さ
れ
て
し
ま
う
。
文
化
の

「内
容
」
が
ど
う
あ
れ
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て

「利

益
の
極
大
化
」
「適
応
」
な
ど
に
向
か

っ
て
変
化
す
る
と
、
予
め
決
め
ら
れ
て

い
る
。
従

っ
て
文
化
変
化
の
研
究
は

「利
益
の
極
大
化
」
や

「適
応
」
と
い
う

観
点
か
ら
見
た
場
合
、
人
々
が
ど
の
よ
う
に
反
応
し
判
断
す
る
か
を
分
析
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
全
く
問
い
が
逆
転
し
て
し
ま
う
。
わ
れ
わ
れ
が
理
解

し
た
い
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の

「内
容
」
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
立
脚
し
た

場
合
に
変
化
が

「利
益
の
極
大
化
」
や

「適
応
」
と
い
う
説
明
で
割
り
切
れ
る
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の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
。

経
済
合
理
性
や
環
境
適
応
、
新
た
な
状
況

へ
の
適
応
な
ど
、
言
葉
は
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
分
析
者
の
側
の
認
識
に
基
づ
い
て
与
え
ら
れ

る
基
準
で
あ
る
。
こ
う
し
て
分
析
者

の
側
の
認
識
の
枠
組
み
に
、
分
析
対
象
と

な

っ
て
い
る
社
会
の
文
化
を
取
り
込
ん
で
し
ま

っ
て
は
、
文
化
の
相
互
作
用
は

論
じ
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
研
究
方
法
で
は
開
発

「状
況
」
に
お
け
る
文
化

変
化
は
全
く
と
ら
え
ら
れ
な
く
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
開
発

「状
況
」
の
中
で
の
文
化
の
相
互
作

用
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、ま
ず
開
発
す
る
側
と
開
発
さ
れ
る
側
の
文
化
の
「内

容
」
を
そ
れ
ぞ
れ
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
「内
容
」
と
は
「型
」

で
も
な
く

「制
度
」
で
も
な
く

「行
為
」
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
が
土
台
と
し
て

い
る
認
識
で
あ
り
、
認
識
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
概
念
の
体
系
で
あ
る
。
そ
し

て
開
発
す
る
側
と
開
発
さ
れ
る
側
の
相
互
作
用
の
中
か
ら
引
き
出
し
て
き
た
い

の
は
、
両
者
の
認
識
の
レ
ベ
ル
の
差
異
、
そ
し
て
そ
の
ズ
レ
に
よ

っ
て
生
じ
る

さ
ま
ざ
ま
な
不
具
合
や
葛
藤
で
あ
る
。

ク
リ
フ
ォ
ー
ド

・
ギ
ア
ー
ツ
は
社
会
変
化
を
引
き
起
こ
す
主
動
因
は
、
文
化

　り
　

」と
社
会
体
系
の
間
の
不
連
続
性
の
中
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
ギ
ア
ー

ツ
が
述
べ
て
い
る
文
化
と
は

「意
味

と
象
徴
の
秩
序
づ
け
ら
れ
た
体
系
」
で
あ

り
、
そ
の
体
系
に
基
づ
い
て
社
会
的
相
互
作
用
が
発
生
し
、
社
会
体
系
は
そ
の

「社
会
的
相
互
作
用
の
型
そ
の
も
の
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

「
一
方
に
は
、
人

々
が
世
界
を
明
ら
か
に
し
、
感
情
を
表
現
し
、
判
断
を
下

す
た
め
の
、
信
仰
や
意
味
豊
か
な

シ
ン
ボ
ル
や
価
値
の
枠
組
み
が
あ
る
。
他

方
に
は
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
相
互
作
用
活
動
の
連
続
が
あ
り
、
そ
れ
が
常

に
変
わ
ら
ず
も

っ
て
い
る
形
を
、
わ
れ
わ
れ
は
社
会
構
造
と
よ
ぶ
。
文
化
と

は
、
人
間
が
自
分
の
経
験
を
説
明
し
、
行
動
の
指
針
と
す
る
た
め
の
、
意
味

の
枠
組
み
で
あ
る
。
社
会
構
造
と
は
、
行
為
の
形
で
あ
り
、
実
際
に
存
在
す

る
社
会
関
係
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
文
化
と
社
会
構
造
は

一

つ
の
現
象
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
異
な
る
抽
象
概
念
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
社

会
的
行
為
は
そ
れ
を
行
う
人
に
と

っ
て
の
意
味
の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
場

合
も
あ
れ
ば
、
何
ら
か
の
社
会
体
系
の
働
き
に
対
す
る
寄
与

の
点
か
ら
考
察

　　

さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。」

こ
の
よ
う
な
文
化
の
概
念
と
、
社
会
変
化
を
分
析
す
る
上
で
社
会
体
系
と
文

化
を
区
別
し
て
考
え
る
方
法
は
、
開
発
下
で
の
社
会
変
化
と
文
化
の
相
互
作
用

を
明
ら
か
に
す
る
際
に
示
唆
に
富
む
見
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ギ
ア
ー
ツ
の
考

え
方
に
基
づ
い
て

「文
化
」
を
人

々
が
自
分
の
ま
わ
り
の
世
界
や
事
物
を
認
識

す
る
し
か
た
、
意
味
や
そ
れ
が
媒
介
さ
れ
る
象
徴
が
作
用
す
る
た
め
の
概
念
的

枠
組
み
と
考
え
、
社
会
の
制
度
や
組
織
と
い
っ
た
体
系
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化

に
基
づ
い
て
長
年
に
わ
た

っ
て
諸
活
動
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
結
果
形
成
さ
れ
て

き
た

「
型
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
文
化
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
開
発

「
状
況
」
の
中
で
生
じ
て
い
る
異
な
る
文
化
の
相
互

作
用
を
、
開
発
す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
認
識
や
象
徴
体
系
の
差
異
、
そ
し
て
そ

の
ズ
レ
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
開
発
さ
れ
る
側
の

社
会
の
人
々
は
新
た
な
状
況
を
自
分
た
ち
の
文
化
の
枠
組
み
の
中
で
理
解
し
よ

う
と
し
た
り
、
ま
た
そ
れ
が
で
き
ず
に
否
応
な
く
象
徴
体
系
が
破
壊
さ
れ
て
い
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く
な
ど
、
多
様
な
相
互
作
用
の
プ

ロ
セ
ス
を
経
験
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文

化
の
反
応
、
相
互
作
用
の
多
様
な
あ
り
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
内
で
生
じ
る

具
体
的
な
変
化
の
多
様
性
を
生
み
出
七
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

「
環
境
」
認
識
の
差
異

文
化
の
概
念
に
つ
い
て
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
、
以
下
で
は

「環
境
」
を
巡

っ

て
の
開
発
を
行
う
側
と
開
発
さ
れ
る
側

の
人
々
の
認
識
を
と
り
あ
げ
て
、
も
う

少
し
具
体
的
に
論
じ
て
み
た
い
。
尚
、
事
例
を
挙
げ
て
の
詳
細
な
検
討
は
紙
数

の
都
合
上
、
別
稿
に
譲
る
。
ま
た
、
以
下
で
環
境
と
い
う
語
を
用
い
る
場
合
に

は
主
に
人
間
を
と
り
ま
く
自
然
、
空
間
、
場
所
を
意
味
し
、
人
間
が
作
り
だ
す

状
態
、
例
え
ば
教
育
環
境
や
社
会
環
境
と
い
っ
た
意
味
は
含
ま
な
い
。

環
境
と
は
人

々
を
と
り
ま
い
て
、
た
だ
そ
こ
に

「
あ
る
」
も
の
で
は
な
く
、

人
間
と
の
、
そ
し
て
文
化
と
の
関
係
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
従

っ
て
環
覧
を

そ
の
も
の
自
体
と
し
て
定
義
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ

に
は
た
だ
そ
こ
に
立

っ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る

「木
」
で
あ

っ
て
も
、

そ
の

「木
」
と
関
わ
り
を
も
つ
人

々
に
と

っ
て
は
そ
れ
が

「
祖
先

の
木
」
で
あ

っ
た
り

「祖
国
の
英
雄
の
眠
る
場
所
」
と
い
っ
た
意
味
を
も

っ
て
.い
る
こ
と
も

あ
る
。
ま
た
す
べ
て
の
物
質
を

「
熱
冷
」
で
分
類
す
る
人
々
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

は

「熱
い
木
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
木
や
水
、
土
や
森
林
を
は
じ
め
と
し

て
す
べ
て
の
環
境
は
、
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
で
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
と

ら
え
て
い
る
か
と
い
う
視
点
、
つ
ま
り
人
間
と
の
関
係
性
を
常
に
考
慮
し
な
が

ら
で
な
け
れ
ば
理
解
し
が
た
い
。

さ
ま
ざ
ま
な
社
会
で
人
々
が
環
境
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
、

一
般
に

「
環
境
」
と
し
て
括
ら
れ
て
い
る
状
態
を
作
り

上
げ
て
い
る
空
間
や
場
所
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
と
思

う
。
エ
ド
ワ
ー
ド

・
レ
ル
フ
は
分
析
の
便
宜
上
、
空
間
を
6
つ
に
分
類
し
て
い

　　る
。
そ
れ
は

(1
)
実
用
的
空
間
ま
た
は
原
初
的
空
間

(2
)
知
覚
空
間

(3
)

実
存
空
間

(4
)
建
築
空
間
と
計
画
空
間

(5
)
認
識
的
空
間

(6
)
抽

象
的
空
間
と
い
う
も
の
だ
が
、
そ
の
中
で
は
レ
ル
フ
が
実
存
空
間
と
呼
ん
で
い

る
も
の
が
こ
こ
で
の
議
論
に
最
も
密
接
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
人
々

に
よ

っ
て

「生
き
ら
れ
て
い
る
」
空
間
で
、
具
体
的
に
世
界
を
経
験
す
る
こ
と

を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
よ
う
な
空
間
の
内
的
な
構
造
と
し
て
定
義
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
実
存
空
間
を
レ
ル
フ
は
さ
ら
に
聖
な
る
空
間
と
地
理
的
空

間
と
に
分
け
て
お
り
、
そ
の
違

い
を
際
立
た
せ
る

一
つ
の
例
と
し
て
、北
西
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
景
観
に
関
す
る
ラ
バ
ポ
ー
ト
の
説
明
を
引
用
し
て
い
る
。

多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
景
観
を
均
質
で
特
徴
の
な

い
も
の
だ
と
評
し
て
き
た
。
し
か
し
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
は
そ
の
景
観
を
ま

っ
た

く
違

っ
た
見
方
で
見
て
い
る
。
景
観
の
あ
ら
ゆ
る
特
徴
が
知
ら
れ
て
お
り
、

意
味
を
も

っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
ヨ
:
ロ
ッ
パ
人
が
観
る
こ
と
の
で
き

な
い
違
い
に
気
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
与
の
違
い
は
微
小
な
景
観
に
つ
い
て
の

も
の
か
、
あ
る
い
は
魔
術
的
で
目
に
見
え
な
い
景
観
に
関
す
る
も
の
か
も
し

れ
な
い
。

つ
ま
り
知
覚
さ
れ
た
物
理
的
な
景
観
よ
り
も

一
層
多
様
な
象
徴
的

お
ソ

景
観
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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同
じ
景
観
を
前
に
し
て
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
の
実
存
空
間
は

「神
聖
」
で
象
徴
的

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
そ
れ
は

「地
理
的
」
で
主
に
機
能
的

.
実
用
的
な
意
味
を
も

つ
、
と
レ
ル
フ
は
整
理
す
る
の
だ
。
開
発
計
画
は
間
違

い
な
く
、
あ
る
場
所
、
あ
る
空
間

に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
開

発
さ
れ
る
同
じ
場
所
や
空
間
を
巡

っ
て
開
発
を
行
う
側
と
そ
の
土
地
に
住
む
人

々
と
が
全
く
異
な

っ
た
と
ら
え
方
や
経
験
を
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
七
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
そ
う
だ
ろ
う
。
レ
ル
フ
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
両
者
の

実
存
空
間
の
内
容
が
異
な

っ
.て
い
る
わ
け
で
、
開
発
者
が
開
発
地
か
ら
遠
く
離

れ
た
異
国
の
都
市
に
あ
る
オ
フ
ィ
ス
の
中
で
計
画
を
立
案
し
、
実
施
の
指
揮
を

と

っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
開
発
さ
れ
る
土
地
は
実
存
空
間
で

す
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

開
発
と
い
う
状
況
の
も
と
で
異
な

る
空
間
認
識
が
出
会
う
と
い
う
時
に
生
じ

る
問
題
は
、
ふ
た
つ
の
集
団
の
空
間
や
場
所
の
と
ら
え
方
が
単
に
違

っ
て
い
る

と
か
、

一
方
に
と

っ
て
は
実
存
空
間

で
あ
る
が
他
方
に
は
そ
う
で
は
な
い
と
い

っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
開
発
さ
れ
る
場
所
で
そ
こ
を

「
生
き
て
い
る
」
人
々
の

空
間
認
識
は
、
世
界
の
中
で
の
自
己

の
位
置
づ
け
や
歴
史
の
記
憶
な
ど
、
単
な

る
空
間
と
い
う
も
の
を
超
え
た
広

い
経
験
世
界
を
抱
摂
し
て
い
る
。
開
発
と
は

あ
る
場
所
や
空
間
の
あ
り
か
た
を
意

識
的
に
変
え
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
際
に
及

ぶ
影
響
は
従

っ
て
、
単
に
景
観
の
変
化
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
た
と
え
ば
イ
ー
フ
ー

・
ト
ゥ
ア

ン
は
人
間
は
特
定
の
土
地
に
根
ざ
し
た
様

々
な
価
値
を
概
念
化
し
た
世
界
観
の
中
で
現
実
の
諸
活
動
を
行

っ
て
い
る
と
指

摘
し
、
「
人
間
が
行
う
現
実
の
活
動
は
、
統

一
的
な
世
界
の
体
系
の
な
か
で
そ

れ
相
応
の
役
割
と
場
所
を
も

っ
て
い
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
恣
意
的
な

ヨ
　

も
の
に
な

っ
て
し
ま
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
時
間
と
空
間
の
関
わ
り
と

い
う
点
か
ら
ト
ゥ
ア
ン
は
「あ
る
場
所
を
見
え
る
よ
う
に
さ
れ
た
時
間
と
し
て
、

-も
し
く
は
過
去
の
時
間
に
記
憶
と
し
て
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
」
と

あ
　

ら
え
う
る
と
し
て
い
る
。記
念
建
造
物
や
墓
地
な
ど
は
場
所
で
あ
る
と
と
も
に
、

あ
る
歴
史
的
出
来
事
の
記
憶
や
時
間
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解

が
、
人
々
の
共
通
の
経
験
と
な

っ
た
場
合
に
そ
れ
ら
が
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
や
祖
国
へ
の
愛
着
と
い
っ
た
感
情
を
生
じ
さ
せ
る
基
盤
と
な
る
こ
と
も
ま

た
容
易
に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
空
間
認
識
の
現
実
の
活
動
領
域

へ
の
広
が
り
を
考
え
る
な
ら
ば
、
空
間
の
認
識
が
そ
こ
に
住
む
人
々
の
ど
の
よ

う
な
経
験
に
関
わ

っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
充
分
な
関
心
が
払
わ
れ
ず
に
開
発
が

進
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
場
合
に
よ

っ
て
は
人
々
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
基
盤

を
脅
か
す
よ
う
な
危
険
を
お
か
す

こ
と
に
も
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か

る
。
こ
れ
は
開
発
に
対
し
て
環
境
を
守
ろ
う
と
主
張
す
る
側
も
留
意
す
べ
き
こ

と
で
、
人
々
の
経
験
を
抜
き
に
し
て
景
観
を
保
存
す
る
だ
け
で
は
、
結
局
実
存

空
間
と
し
て
の
環
境
は
守
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
同
時
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
世
界

の
中
で
の
経
験
を
考
え
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
場
所
や
空
間
に
つ
い
て
の
独
特

の
経
験
、
実
存
的
空
間
経
験
の
深
さ
は
次
第
に
失
わ
れ
希
薄
化
し
つ
つ
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
。
日
々
経
験
し
て
い
る
空
間
に
お
い
て
さ
え
そ
う
な
の
だ
か
ら
、

実
存
空
間
で
も
な
い
よ
う
な
場
所
に
つ
い
て
は
、
つ
い
空
間
認
識
や
経
験
の
つ

な
が
り
と
い
っ
た
こ
と
に
疎
く
な

っ
て
し
ま
う
。
開
発
す
る
側
の
多
く
が
こ
の

よ
う
に
空
間
経
験
の
希
薄
化
と
い
う
流
れ
の
中
に
あ
る
た
め
に
、
開
発
状
況
で
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出
会
う
社
会
に
つ
い
て
の
、
ま
た

そ
の
社
会
の
空
間
認
識
に
つ
い
て
の
理
解
は

ま
す
ま
す
難
し
く
な

っ
て
い
る
よ
う
だ
。

「実
存
空
間
」
は
主
に
開
発
さ
れ
る
側
の
人

々
に
よ
り
深
く
関
わ

っ
て
い
る

が
、
そ
れ
で
は
開
発
状
況
に
お
い
て
そ
の
ロ
ー
カ
ル
な
認
識
と
出
会

っ
て
い
る

側
、
す
な
わ
ち
開
発
す
る
側
の
環
鏡
認
識
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

開
発
が
行
わ
れ
る
場
所
が
特
定
で
き
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
環
境
認
識
は
彼
ら

の
経
験
を
通
し
て
接
近
し
理
解
で
き
る
の
に
対
し
て
、
開
発
す
る
側
に
は
様
々

な
国
や
人
々
が
関
わ

っ
て
く
る
だ
け
に
そ
れ
を
簡
単
に
ひ
と
ま
と
め
に
論
じ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
て
き
た
開
発
計
画
の
内
容
を

検
討
し
、
ま
た
そ
の
結
果
生
み
出
さ
れ
て
き
た
景
観
を
概
観
し
て
み
れ
ば
、
ひ

と
つ
の
顕
著
な
傾
向
が
伺
え
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
空
間
や
場
所
の
認
識
と
い

う
も
の
も
引
き
出
し
て
く
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
や
は
り
エ
ド
ワ
ー
ド

・
レ
ル
フ
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
開
発
す
る
側
の
環
境
認
識
に
は

「
没
場
所

　お
　

性
」

(覧
oo
巴
Φ
ωωロ
Φ
ωω)
と
い
う
も
の
が
深
く
関
わ

っ
て
い
る
。
空
間
は
は
じ

め
は
人
間
に
と

っ
て
何
の
意
味
も
も
た
な
い
空
虚
と
し
て
存
在
す
る
が
、
そ
れ

に
人
々
の
経
験
や
意
味
付
け
が
行
わ
れ
て
い
く
に
従

っ
て
、
や
渉
て
そ
れ
は
人

々
に
と

っ
て
独
自
の
価
値
を
持

つ

「場
所
」
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
多
様
で
特

徴
の
あ
る
経
験
と
の
つ
な
渉
り
や
意
味
を
欠
い
て
い
る
状
態
、
「場
所
」
と
し

て
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
が
非
常

に
弱
く
な

っ
た
状
態
を

「没
場
所
」
的
と
レ

ル
フ
は
表
現
し
て
い
る
。
国
を
問
わ
ず
都
市
部
の
建
築
は
皆
似
た
よ
う
な
外
観

を
も

っ
て
い
る
し
、
高
速
道
路
や
空
港
が
生
み
出
す
景
観
は
そ
こ
に
住
む
人
々

の
生
活
の
多
様
性
と
は
全
く
異
な

る
均
質
で
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
経
験
を
生
じ
さ

せ
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
に
よ

っ
て
我

々
は
実
際
に
そ
の

「
場
所
」
に
行
く
こ

と
も
な
く
視
覚
的
に
場
所
を
経
験
す
る
こ
と
も
多
く
な

っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う

に
我
々
の
ま
わ
り
に
は

「没
場
所
性
」
が
次
第
に
広
が
り

つ
つ
あ
り
、
空
間
は

そ
こ
で
積
み
重
ね
ら
れ
る
時
間
や
経
験
と
は
切
り
離
さ
れ
た
状
態
で
、
意
味
の

非
常
に
希
薄
化
し
た

「
場
所
」
と
し
て
体
験
さ
れ
る
。
開
発
計
画
の
中
で
扱
.わ

れ
る
場
所
、
そ
し
て
環
境
と
い
う
も
の
に
は
こ
の
よ
う
な

「没
場
所
性
」
が
顕

著
に
み
ら
れ
、
こ
の

「
没
場
所
」
的
な
経
験
に
、
開
発
計
画
の
場
合
は
そ
の
目

的
に
従

っ
て
別
の
意
味
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
く
っ

つ
ま
り
、
計
画
を
見
て
い

る
限
り
で
は
場
所
や
空
間
を
物
質
的
な
も
の
、
さ
ら
に
言
え
ば
財
と
し
て
と
ら

え
る
傾
向
が
強
ぐ
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
付
け
は
開
発
を
行
う
側
の
場

所
認
識
か
ら
は
容
易
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
住
む
人

々
の
場

所
に
つ
い
て
の
経
験
や
意
味
付
け
は
財
と
し
て
測
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い

た
め
に
、
両
者
の
間
に
問
題
や
ズ
レ
が
生
じ
る
こ
と
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

「
場
所
」
に
対
し
て

「没
場
所
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
経
験
と
の
関
連
が

「
没
場
所
」
に
お
い
て
は
希
薄
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
常
に
後
者
が

否
定
的
な
響
き
を
も
ち
、
こ
こ
で
の
文
脈
で
は
開
発
す
る
側
の
認
識
に
否
定
的

な
評
価
が
下
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
が
ち
だ
が
、
問
題
は
ど
ち
ら
が
正
し

い
か
、
或
い
は
良

い
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
現
状
と
し
て
開
発
さ
れ
る
場

所
を
巡

っ
て
異
な

っ
た
場
所
や
空
間
認
識
が
相
互
に
出
会

っ
て
お
り
、
開
発
の

流
れ
か
ら
見
て

「
没
場
所
」
的
認
識
の
方
が
優
勢
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
情
況

が
あ
る
。
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
た
と
え
趨
勢
が
そ
う
で
あ

っ
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「
場
所
」
の
経
験
が
も
つ
人

々
の
経
験
と
の
密
接
な

つ
な
が

り
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
プ

ロ
セ
ス
を
抜
き
に
し
て
趨
勢
に
迎
合
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
行
わ
れ
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て
い
る
開
発
の

一
種
の
無
神
経
さ
が
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

人
類
学
者
は
ロ
ー
カ
ル
な
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
方
法
を
探
り
そ
れ

を
洗
練
さ
せ
て
き
た
。
人
類
学
的
研
究
に
よ

っ
て
開
発
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所

で
の
人
々
の
認
識
の
あ
り
方
は
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し

一

方
の
開
発
す
る
側
の
認
識
と
な
る
と
、
何
を
対
象
と
し
て
ど
う
取
り
組
め
ば
い

い
か
、
ま
だ
定
か
で
は
な
い
。
開
発

「状
況
」
を
全
体
と
し
て
理
解
す
る
た
め

の
今
後

の
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
思
う
。
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Culture and Environment under the Development 'Situation'

   Anthropological studies have described various cultural changes (Material, organizational, concep-

tural, and symbolic) in specific societies and in most cases have stressed the particularity of the changes 

in the societies they discuss. However, examination of the cultural changes brought about in certain so-

cieties as one of the effects of development programs reveals a number of processes and consequences 

common to all development. Therefore, in order to understand the phenomenon of development, we must 

place a given changing society in the larger context of development in general, and relate the general to 

the specific. 

   First, I discuss the development 'situation' in which different cultures encounter one another and 

interact. just as there is a 'colonial situation', described by G. Balandier, so there is a specific quality of 

experience shared by societies in the process of development. I call this the development 'situation'. In 

this 'situation', societies inevitably move in a common direction through development programs. 

   Second, I suggest that a symbolic approach to culture is useful when exploring the particular nature 

of changes within a given society, and their relation to the wider situation in which the society finds itself. 

   Last, I examine environmental cognition as one of the systems of meaning (cultural system), and 

attempt to analyze the encounters between quite different cognitions under the development program. 

Here the key concepts are 'place', to which people give various meanings through their experience, and 
'placelessness'

, under whose influence people have very weak relations to their surroundings. As a result 
of economic development programs, many societies have gradually lost such 'place' and the world of 

experience related to it. In its stead has come 'placelessness'. This process may also be considered as part 

of the development 'situation'.
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