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﹈

❶
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❷
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て
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と
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❸
文
化
人
類
学
と
民
俗
学
に
お
け
る「
見
る
」方
法

❹
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覚

❺
総
括
と
展
望

　

本
稿
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
って
知
識
が
獲
得
さ
れ
形
成
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
可
視
性
す
な

わ
ち
見
る
こ
と
が
い
か
に
関
連
す
る
か
と
い
う
課
題
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
自
然
科
学

に
お
け
る
「
客
観
的
」
観
察
の
前
提
を
相
対
化
し
、
主
観
と
客
観
の
相
互
作
用
や一体
化
と
いっ
た
側
面

が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
関
連
さ
せ
て
、
文
化
人
類
学
と
民
俗
学
の
「
見
る
」
方
法
を
考
察
す
る
。
そ

の
第
一の
立
脚
点
は
「w

ay of looking

」
と
「w

ay of seeing

」
の
対
比
で
あ
る
。
前
者
は
も
の
の

見
方
、
観
察
の
仕
方
と
いっ
た
具
体
的
な
方
法
の
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
個
々
の
技
術
の
背
景
を
な
し
て

い
る
よ
う
な
人
間
観
、
社
会
観
を
さ
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
両
者
の
観
察
の
モ
ー
ド
に
よ
って
、
と
り

わ
け
文
化
人
類
学
の
観
察
調
査
が
現
場
で
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
る
か
を
検
討
す
る
。
一方
、
民
俗
学

の
観
察
の
特
徴
と
し
て
、「
主
観
の
共
同
性
」
を
と
り
あ
げ
る
。
自
然
を
観
察
し
そ
こ
か
ら
季
節
の
変
わ

り
目
を
感
じ
た
り
農
作
業
の
開
始
時
期
を
判
断
し
た
り
す
る
こ
と
は
個
人
的
で
主
観
的
な
感
覚
で
あ
る

は
ず
だ
が
、
そ
の
主
観
が一定
範
囲
の
人
々
の
あ
い
だ
で
季
節
の
慣
用
表
現
や
農
耕
儀
礼
と
し
て
共
同
化

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
主
観
の
共
同
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
「
見
立
て
」
や
「
な
ぞ
ら
え
」
と
いっ
た

メ
タ
フ
ァ
ー
的
視
覚
の
生
成
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
で
考
察
の
第
二
の
立
脚
点
と
し
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
ア
ス
ペ
ク
ト
論
を
検
討
し
、
意
味
理
解
の
文
脈
依
存
性
と
い
う
論
点
を
導
き
出
す
。
こ
の
観
点

か
ら
、
エ
ヴ
ァ
ン
ス
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
や
ミ
シェル・レ
リ
ス
、
柳
田
國
男
な
ど
の
民
族
誌
記
述
を
検
討
す
る
。

こ
れ
ら
の
議
論
を
経
由
し
て
、
何
ら
先
見
性
の
な
い
白
紙
の
観
察
で
は
な
く
、
む
し
ろ
フ
ィ
ー
ル
ド
と
い
う

場
の
論
理
と
し
て
の
文
脈
に
お
い
て
な
さ
れ
る
よ
う
な
観
察
と
、
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
を
反
映
さ
せ
た
よ
う

な
把
握
・
理
解
と
叙
述
が
、
文
化
人
類
学
と
民
俗
学
の
観
察
法
の
特
徴
で
あ
る
と
い
う
帰
結
に
い
た
る
。

そ
の
よ
う
な
観
察
と
記
述
の
あ
り
か
た
か
ら
、
現
実
と
仮
想
が
行
き
来
す
る
生
活
世
界
に
せ
ま
る
方
法

を
吟
味
す
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
視
覚
の
方
法
化
、
参
与
観
察
、w

ay of looking, w
ay of seeing, 
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❶
本
稿
の
課
題
：
観
察
の
科
学
に
つ
い
て

　

ひ
と
は
な
ぜ
、
あ
る
特
定
の
も
の
の
見
方
を
す
る
と
「
わ
か
っ
た
」
と
思
う
よ
う

に
な
る
の
か
。
あ
る
い
は
、「
見
る
こ
と
」
と
知
識
に
は
、
い
か
な
る
関
係
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
筆
者
は
、
本
稿
に
先
ん
じ
て
、「
目
で
見
る
方

法
序
説
│
視
覚
の
方
法
化
、
も
し
く
は
考
現
学
と
民
俗
学
│
」〔
川
田
二
〇
〇
五
〕
と

題
す
る
論
考
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
考
現
学
と
民
俗
学
の
対
比
か
ら
考
え
よ
う
と
し

た
。
そ
こ
で
は
民
俗
学
、
と
く
に
柳
田
國
男
の
「
可
能
性
の
視
力
」
に
つ
い
て
、「
目

で
見
る
方
法
を
つ
き
つ
め
つ
つ
、
あ
る
地
点
で
そ
れ
を
突
き
抜
け
て
し
ま
っ
て
見
え

な
い
も
の
に
到
達
し
て
し
ま
う
」〔
川
田
二
〇
〇
五
：
九
一
〕
手
の
内
を
持
っ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
が
「
特
異
な
個
人
体
験
に
根
ざ
し
な
が
ら
学
的
共
有
物

と
な
っ
て
い
っ
た
」〔
川
田
二
〇
〇
五
：
九
二
〕
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
別
稿
が
必
要

で
あ
る
こ
と
に
言
及
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
目
で
見
る
方
法
を
「
突
き
抜
け
る
」
と

は
、
眼
前
の
も
の
か
ら
「
過
去
」
な
ら
び
に
「
心
意
」
に
達
す
る
こ
と
で
も
あ
る
の

だ
が
、
本
稿
が
そ
の
「
別
稿
」
と
し
て
の
任
に
た
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
い
た
っ
て

心
許
な
い
。
だ
が
さ
し
あ
た
っ
て
は
そ
の
問
題
を
引
き
取
る
形
で
、
文
化
人
類
学
と

の
対
比
に
お
い
て
「
見
る
」
方
法
を
吟
味
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
知
識

が
形
成
さ
れ
た
り
獲
得
さ
れ
た
り
す
る
際
に
、
可
視
性
つ
ま
り
見
え
る
こ
と
は
い
か

に
関
連
す
る
か
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
、
文
化
人
類
学
と
民
俗
学
の
方
法
論
を
検
討

す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

　

可
視
性
の
問
題
の
と
り
あ
げ
方
に
は
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
二
通
り
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
あ
く
ま
で
も
方
法
と
し
て
の
観
察
が
、
い
か
に
人
類

学
的
も
し
く
は
民
俗
学
的
知
識
を
生
成
さ
せ
る
か
、と
い
う
エ
テ
ィ
ッ
ク
な
調
査
論
、

方
法
論
と
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
前
稿
に
お
い
て
、「
目
で
見
る
方
法
」
と

銘
打
っ
て
検
討
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
視
覚
の
方
法
化
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
の

時
点
で
は
可
視
性
が
は
ら
む
ダ
ブ
ル
ミ
ー
ニ
ン
グ
の
問
題
に
つ
い
て
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん

に
自
覚
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。

　

し
か
し
可
視
性
の
問
題
に
は
い
ま
ひ
と
つ
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
施
す
る
当

該
社
会
の
住
民
、
い
わ
ゆ
る
当
事
者
が
彼
ら
自
身
の
世
界
に
お
い
て
、
可
視
性
を
経

由
し
た
諒
解
を
経
由
し
て
は
じ
め
て
あ
る
事
象
を
知
覚
し
た
り
認
識
し
た
り
し
、
さ

ら
に
そ
れ
を
知
識
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
、
イ
ミ
ッ
ク
な
レ
ベ

ル
で
の
視
覚
論
と
い
う
も
の
が
あ
り
う
る
。
前
稿
の
方
法
論
的
問
題
を
継
承
す
る
本

稿
で
は
、
こ
の
側
面
に
つ
い
て
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
検
討
で
き
る
余
地
は
少
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
に
あ
っ
て
は
、
当
事
者
の
認
識
レ
ベ
ル
と
調

査
者
の
観
察
レ
ベ
ル
を
完
全
に
切
り
分
け
る
こ
と
が
困
難
な
局
面
も
あ
る
し
、
両
者

の
切
り
分
け
が
必
ず
し
も
得
策
で
は
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

調
査
者
、
観
察
者
の
問
題
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
可
能
な
限
り
、
当
事
者
が
可
視
性

を
も
ち
い
て
理
解
や
知
識
に
い
た
る
側
面
に
つ
い
て
も
と
り
あ
げ
た
い
。

❷
科
学
的
方
法
と
し
て
の
観
察
の
成
立
と
展
開

（
一
）spectare 

か
ら observe

へ

　

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ク
レ
ー
リ
ー
は
そ
の
視
覚
芸
術
・
技
術
論
に
お
い
て
、「
一
九
世

紀
に
お
け
る
視
覚
イ
メ
ー
ジ
の
規
格
化
は
、
た
だ
単
に
機
械
化
さ
れ
た
再
生
産
の
新

し
い
様
式
の
一
部
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
観
察
者
の
正ノ

ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

常
化
＝
規
範
化
と
主
体
化
の

よ
り
広
範
な
過
程
と
の
関
係
に
お
い
て
、考
慮
の
対
象
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」〔
ク

レ
ー
リ
ー　

一
九
九
七
：
三
七
〕
と
述
べ
、「
観
察
者
」
と
い
う
新
た
な
主
体
が
た
ち

あ
が
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
そ
の
研
究
の
中
心
に
据
え
て
い
る
。
そ
の
重
要

性
は
、「
観
察
者
（observer

）」
と
「
観
客
（spectator

）」
と
の
峻
別
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、spectacle

もobserve

も
と
も
に
ラ
テ
ン
語
起

源
で
あ
り
、
前
者
は
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
現
場
で
の
受
動
的
傍
観
を
示
す
の
に
対
し
、

後
者
に
は
（
一
）
規
則
、
慣
例
を
遵
守
す
る
、（
二
）
そ
の
ル
ー
ル
の
範
囲
に
参
加
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す
る
、
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
観
察
者

は
、「
予
め
定
め
ら
れ
た
可
能
性
の
集
合
の
枠
内
で
見
る
者
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

約コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン

束
事
や
限
界
の
シ
ス
テ
ム
に
埋
め
込
ま
れ
た
存
在
」〔
ク
レ
ー
リ
ー　

一
九
九
七
：

二
一
〕
で
あ
る
。
そ
し
て
、（
一
）
か
ら
法
則
性
を
見
出
す
、
原
則
を
推
論
す
る
、

と
い
っ
た
科
学
的
発
見
へ
の
連
想
が
働
き
、（
二
）
か
ら
自
ら
を
定
位
す
る
と
い
う

観
察
の
位
置
ど
り
の
観
点
が
生
じ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
ク
レ
ー
リ
ー
の

議
論
の
出
発
点
は
、
科
学
的
方
法
と
し
て
の
観
察
、
あ
る
い
は
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究
に

お
け
る
参
与
観
察
の
問
題
に
と
っ
て
も
初
期
設
定
と
な
り
う
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
。
近
代
科
学
が
成
立
す
る
一
般
的
条
件
と
し
て
、
反
証
可
能
性
や
数
量
化
と
い
う

条
件
と
な
ら
ん
で
、
客
観
性
が
必
須
条
件
と
な
る
所
以
で
も
あ
る
。

　

ク
レ
ー
リ
ー
は
一
九
世
紀
を
中
心
に
検
討
し
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
遡
る
こ
と
数

百
年
ま
え
の
近
代
科
学
成
立
の
際
に
も
、
視
覚
の
方
法
化
は
鍵
と
な
っ
て
い
た
。
た

だ
し
そ
れ
は
、
科
学
的
手
続
き
に
お
い
て
対
象
を
把
握
す
る
方
法
と
し
て
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
思
考
や
発
見
と
い
っ
た
結
果
の
部
分
を
も
目
に
見
え
る
形
に
し
て
提
示
し

て
い
く
方
法
の
考
案
で
も
あ
っ
た
。
大
林
信
治
は
、
一
六
〜
一
七
世
紀
の
近
代
科
学

の
成
立
期
に
あ
っ
て
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
や
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
の
天
文
学
に
お
け

る
観
測
や
、
ボ
イ
ル
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
物
理
学
に
お
け
る
実
験
と
観
察
に
よ
っ
て
新

し
い
法
則
や
理
論
が
導
き
出
さ
れ
、
近
代
的
視
覚

）
1
（

の
形
成
が
近
代
科
学
の
発
展
を
牽

引
し
て
き
た
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
験
・
観
察
と
い
っ
た
「
見
る
こ

と
」
が
科
学
的
知
識
を
発
見
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
不
可
欠
な
方
法
と
な
っ
て
き
た

ば
か
り
で
な
く
、
数
量
化
・
数
学
化
に
よ
っ
て
そ
の
科
学
的
研
究
の
成
果
が
可
視
化

さ
れ
社
会
化
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
決
定
的
な
重
要
性
を
帯
び
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
大
林
は
、「
数
量
化
と
数
学
化
は
今
日
わ
れ
わ
れ
の
間
に
行
き
渡
っ
て
い

る
科
学
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
数
量
化
と
数
学
化
に
よ
っ
て
複
雑
な
世
界
は
単
純

化
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
可
視
的
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
ん
に
ち
わ
れ
わ

れ
は
基
本
的
に
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
ス
タ
イ
ル
の
近
代
的
視
覚
の
線
上
に
生
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
」〔
大
林　

一
九
九
九
：
九
七
〕
と
述
べ
て

い
る
。

　

視
覚
に
よ
っ
て
知
識
化
さ
れ
、
ま
た
視
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
近
代
科

学
の
営
み
に
お
い
て
視
覚
が
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
対
象
を
客
体
化
し
て
い
く
そ
の

作
用
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
観
察
や
数
量
化
に
よ
る
純
然
た
る

外
部
の
画
定
は
、
は
た
し
て
確
固
と
し
た
絶
対
的
な
こ
と
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
疑

問
は
、
哲
学
的
な
省
察
を
待
つ
ま
で
も
な
く

）
2
（

、
近
代
科
学
の
成
立
と
ほ
ぼ
同
時
期
に

当
の
科
学
者
た
ち
自
身
に
よ
っ
て
も
提
起
さ
れ
て
い
た
。
名
越
利
昭
に
よ
れ
ば
、「
観

察
者
の
視
覚
や
認
識
能
力
が
そ
れ
ほ
ど
明
晰
で
確
固
と
し
た
も
の
で
な
い
と
い
う
限

界
認
識
、見
ら
れ
る
対
象
（
客
体
）
も
そ
の
ま
ま
の
不
変
的
固
定
的
存
在
で
は
な
く
、

観
察
者
の
能
動
的
な
働
き
か
け
（
実
験
）
や
見
方
・
解
釈
に
よ
っ
て
そ
の
表
象
を
様
々

に
変
化
さ
せ
る
こ
と
へ
の
着
目
、さ
ら
に
観
察
者
自
身
が
対
象
世
界
の
一
部
と
し
て
、

そ
の
内
部
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
ず
、
客
体
を
外
側
か
ら
見
る
こ
と
自
体
が
不
可
能

だ
と
い
う
自
覚
、
な
ど
」〔
生
越　

一
九
九
九
：
一
四
七
〕
の
考
察
は
、
一
七
〜
一
八

世
紀
に
お
け
る
「
観
察
者
」
視
点
の
成
立
に
際
し
て
重
要
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
っ
て

い
る
。

　

た
と
え
ば
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
は
、
自
然
界
を
認
識
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

世
界
を
そ
の
内
部
か
ら
変
革
し
人
間
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
実
践
的
「
操
作
」
と

し
て
も
近
代
科
学
は
作
動
す
る
の
で
あ
っ
て
、「
観
想
と
活
動
」
の
両
面
が
重
要
に

な
る
と
考
え
た
。
主
観
と
客
観
の
相
互
作
用
に
対
す
る
着
目
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
の
段
階
で
は
視
覚
優
位
の
立
場
が
重
視
さ
れ
、
観
察
者
は
「
自
然
的
世
界
と

は
独
立
し
た
存
在
と
し
て
、
対
象
を
確
実
に
客
観
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

確
信
に
支
え
ら
れ
」〔
名
越　

一
九
九
九
：
一
五
四
〕て
い
た
。
と
こ
ろ
が
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ

ク
は
、
観
察
と
は
、
外
的
な
知
覚
可
能
な
も
の
に
対
す
る
「
外
部
観
察
」
で
あ
る
と

同
時
に
、
自
ら
知
覚
し
内
省
す
る
心
の
内
的
作
用
に
対
す
る
「
内
部
観
察
」
で
も
あ

る
、
と
い
う
観
点
に
立
ち
、
観
察
に
よ
る
認
識
は
絶
対
的
真
理
に
到
達
す
る
の
で
は

な
く
あ
く
ま
で
も
「
蓋
然
性
」
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
こ
と
、「
内
省
」
に
よ
っ
て
外

在
的
観
察
と
は
別
の
観
念
を
形
成
し
う
る
こ
と
な
ど
を
主
張
し
た
。
こ
の
「
自
己
観
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察
」
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
は 

「
感
覚
」、「
感
情
」、「
想
像
力
」

に
よ
る
直
感
を
、
観
察
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
こ
の
直
感

は
、
観
察
者
と
対
象
世
界
は
完
全
に
一
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
観
察
者
は
自
然
を

内
側
か
ら
見
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
と
の
純
粋
な
同
化
を
果
た
し
た
「
自
然
と
の
一

体
化
」
状
態
に
お
い
て
は
、
客
観
的
観
察
以
上
の
効
力
を
発
揮
す
る
こ
と
も
あ
り
う

る
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
主
観
か
ら
完
全
に
分
離
さ
れ
た
客
観
性
を
打
ち
立
て
る
た
め
に
重

要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
視
覚
の
方
法
化
は
、
主
観
と
客
観
の
相
互
作
用
、
さ
ら
に

は
主
観
と
客
観
の
一
体
化
と
い
っ
た
議
論
に
ま
で
展
開
す
る
。
そ
し
て
、「
西
欧
近

代
に
お
い
て
自
然
的
世
界
に
つ
い
て
の
「
外
部
観
察
」
か
ら
出
発
し
た
観
察
者
視
点

は
、「
内
部
観
察=

自
己
観
察
」
と
し
て
発
展
・
深
化
し
、
さ
ら
に
社
会
的
相
互
作

用
に
よ
る
「
自
己
相
対
化
の
視
点
（
視
覚
の
社
会
化
）」
に
到
達
す
る
」〔
名
越　

一

九
九
九
：
一
七
三
〕。
つ
ま
り
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
は
固
定
さ
れ
て

お
ら
ず
、
主
観
と
客
観
の
相
互
関
係
が
重
要
に
な
る
と
い
う
指
摘
で
あ
り
、
さ
ら
に

そ
の
根
本
に
は
、「
見
る
」
と
い
う
方
法
は
対
象
を
外
在
的
に
措
定
す
る
機
械
的
な

手
続
き
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
と
い
う
可
能
性
も
検
討
の
余
地
を
生
じ
さ
せ
る
こ

と
と
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
近
代
科
学
の
成
立
時
期
を
前
後
し
て
観
察
＝
視
覚
の
方
法
化
を

検
討
す
る
と
、
人
文
社
会
科
学
、
と
り
わ
け
文
化
人
類
学
や
民
俗
学
で
よ
く
い
わ
れ

る
観
察
論
と
き
わ
め
て
近
似
し
た
論
点
が
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
参

与
観
察
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
人
が
人
を
観
察
す
る
の
で
あ
っ
て
、
自
然
観
察
の

よ
う
に
対
象
を
完
全
に
客
体
化
し
き
っ
た
状
態
で
お
こ
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

い
っ
た
教
え
を
受
け
て
き
た
。
し
か
し
上
に
み
た
よ
う
に
、
近
代
自
然
科
学
に
お
け

る
「
観
察
」
も
必
ず
し
も
対
象
を
観
察
主
体
か
ら
切
り
離
し
て
認
識
し
て
い
た
と
ば

か
り
は
言
え
ず
、
そ
の
初
期
か
ら
き
わ
め
て
「
参
与
観
察
」
的
な
傾
向
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、主
観
と
客
観
の
相
互
作
用
や
自
己
観
察
と
い
っ
た
指
摘
は
、

近
年
の
文
化
人
類
学
に
お
け
る
「
内
省
の
人
類
学
」
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
文
化
人
類
学
と
民
俗
学
に
お
け
る
観
察
の
方
法
の
具
体

的
検
討
に
入
る
前
に
、「
内
省
の
人
類
学
」
に
つ
い
て
も
そ
の
概
略
を
み
て
お
こ
う
。

（
二
）観
察
の
科
学
と
し
て
の「
内
省
の
人
類
学
」

　
「
内
省
の
人
類
学
」
と
はReflexive anthropology

の
訳
語
で
あ
り
、
通
常
、

次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。「
リ
フ
レ
ク
シ
ヴ
ィ
テ
ィ
（reflexivity

）
と
は
、
調

査
し
て
い
る
研
究
者
が
自
分
を
他
者
と
み
な
し
、
自
分
自
身
を
観
察
の
手
段
と
し
て

意
識
す
る
こ
と
で
す
が
、
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
自
身
の
姿
と
い
う
も
の
を
民
族
誌
の
な
か
で
露
に
示
し
、
そ

の
属
性
と
個
性
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
と
お
し
て
デ
ー
タ
が
集
め
ら
れ
解
釈
が
な
さ

れ
る
過
程
を
明
確
に
意
識
し
、
そ
の
こ
と
を
書
き
込
む
と
い
う
民
族
誌
記
述
の
方
法

の
こ
と
で
す
」〔
松
園　

二
〇
〇
二
：
一
三
〕。
す
な
わ
ち
リ
フ
レ
ク
シ
ヴ
ィ
テ
ィ
と
は
、

調
査
と
記
述
の
実
践
に
お
い
て
自
己
を
い
か
に
反
映
さ
せ
る
か
と
い
う
自
己
投
影
法

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
民
族
誌
論
が
さ
か
ん
に
論
じ
ら
れ
た
一
九
八
〇

年
代
に
あ
っ
て
は
、
た
と
え
ば
、
対
象
社
会
の
人
び
と
を
外
側
か
ら
客
観
的
に
叙
述

す
る
だ
け
で
な
く
そ
こ
に
介
在
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
自
身
を
描
き
込
ん
だ

「
一
人
称
民
族
誌
」
や
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
の
対
話
的

交
渉
に
よ
っ
て
民
族
誌
的
認
識
が
生
成
す
る
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
、
一
連
の
対
話

と
し
て
提
示
さ
れ
る
民
族
誌
な
ど
の
試
み
も
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
共
同

作
業
と
し
て
民
族
誌
が
生
成
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
自
体
を
反
映
し
て
、
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
カ
ー
単
独
の
オ
ー
サ
ー
シ
ッ
プ
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
さ
れ
る
の
で
な
く
、
共
同
テ

ク
ス
ト
の
形
で
民
族
誌
を
世
に
問
う
と
い
う
ス
タ
イ
ル
も
考
案
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
一

連
の
動
き
は
、「
実
験
民
族
誌
」
と
い
う
ま
と
ま
り
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族

誌
ス
タ
イ
ル
の
考
案
と
の
連
動
の
な
か
で
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　

し
た
が
っ
て
リ
フ
レ
ク
シ
ヴ
ィ
テ
ィ
の
問
題
は
、
こ
こ
で
の
視
覚
の
方
法
化
と
い

う
課
題
に
引
き
寄
せ
て
い
え
ば
、
自
然
科
学
に
お
け
る
「
観
察
」
を
人
類
学
に
お
け

る
「
参
与
観
察
」
に
展
開
さ
せ
る
と
き
に
通
過
す
べ
き
論
点
で
あ
り
、
一
面
で
は
き
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わ
め
て
テ
ク
ニ
カ
ル
な
議
論
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
民
族

誌
バ
ッ
シ
ン
グ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
リ
フ
レ
ク
シ
ヴ
ィ
テ
ィ
の
議
論
は
現
場
で
の
知

識
の
生
成
プ
ロ
セ
ス
の
議
論
か
ら
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
政
治
性
の
問
題
や
見
る

者
と
見
ら
れ
る
者
と
の
エ
シ
カ
ル
な
関
係
性
の
問
題
へ
と
変
質
し
て
い
く
。
と
り
わ

け
日
本
で
は
「
内
省
」
と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
た
た
め
、
民
族
誌
バ
ッ
シ
ン
グ
の

時
代
の
自
己
反
省
モ
ー
ド
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
連
接
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
筆
者
は
み
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
知
識
の
生
成
の
問
題
は
、

見
る
者
と
見
ら
れ
る
者
と
の
関
係
性
な
ど
の
問
題
と
無
縁
で
は
な
く
む
し
ろ
密
接
に

結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、で
あ
れ
ば
な
お
い
っ
そ
う
、現
場
に
お
い
て
「
見

る
」
こ
と
が
い
か
に
方
法
と
し
て
成
り
立
つ
か
と
い
う
議
論
を
と
も
な
っ
て
い
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
杞
憂
を
か
き
消
す
よ
う
な
研
究
成
果
も
少
な
か
ら
ず
見

い
だ
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ー
ス
は
、「
リ
フ
レ
ク
シ
ヴ
ィ

テ
ィ
と
は
、
広
義
に
定
義
づ
け
れ
ば
、
自
己
へ
の
立
ち
戻
り
、
自
己
言
及
の
プ
ロ
セ

ス
の
こ
と
で
あ
る
。社
会
調
査
の
文
脈
に
お
い
て
は
、リ
フ
レ
ク
シ
ヴ
ィ
テ
ィ
は
も
っ

と
も
直
接
的
で
明
瞭
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
調
査
の
成
果
が
そ
の
実
施
者
と
調
査
過

程
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」〔D

avies 1999:4
〕
と
の
べ
、
上
記
の
松
園

に
近
い
立
場
か
ら
、
民
族
誌
の
営
み
を
総
合
的
に
検
証
し
な
お
し
て
い
る

）
3
（

。
そ
こ
で

と
り
あ
げ
ら
れ
る
リ
フ
レ
ク
シ
ヴ
ィ
テ
ィ
と
知
識
の
問
題
も
徹
底
し
て
お
り
、
知
覚

す
る
主
体
が
そ
の
知
覚
の
プ
ロ
セ
ス
を
リ
フ
レ
ク
シ
ブ
で
あ
る
こ
と
に
自
覚
的
に

な
っ
て
は
じ
め
て
、知
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
完
全
に
リ
フ
レ
ク
シ
ブ
だ
と
言
え
る
、

と
い
う
立
場
を
と
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
自
己
言
及
性
を
極
限
ま
で
推
し
進
め
た

状
態
を
、「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
構
成
的
リ
フ
レ
ク
シ
ヴ
ィ
テ
ィ
」〔D

avies 1999:7

〕
と

称
し
て
い
る
。

　

文
化
人
類
学
に
お
け
る
観
察
調
査
に
お
い
て
も
主
観
と
客
観
の
相
互
作
用
、
見
る

者
と
見
ら
れ
る
者
の
関
係
性
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
概
観
し
た
。
そ
も
そ
も
観
察
主

体
が
そ
の
客
体
と
完
全
に
分
離
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
が
ち
な
自
然
科
学
に
お
け

る
観
察
法
に
お
い
て
も
、
近
代
科
学
の
成
立
に
お
い
て
両
者
の
関
係
性
が
問
題
視
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
が
人
間
を
観
察
す
る
場
合
、
両
者
の
関
係
性
は
な

お
さ
ら
重
要
性
を
増
す
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
視
覚
に
よ
る
方
法
を

科
学
的
方
法
と
し
て
吟
味
す
る
必
要
性
か
ら
、
自
然
科
学
に
お
け
る
観
察
法
を
対
照

し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
得
た
帰
結
、
す
な
わ
ち
「
見
る
」
こ
と
は
そ
れ
自
体

が
独
立
し
た
営
為
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
見
ら
れ
る
対
象
と
の
関
係
性
の
上
に
成

り
立
っ
て
い
る
行
為
で
あ
る
、
と
い
う
観
点
を
ふ
ま
え
、
次
に
観
察
調
査
法
に
つ
い

て
じ
っ
さ
い
に
検
討
し
て
い
こ
う
。

❸
文
化
人
類
学
と
民
俗
学
に
お
け
る「
見
る
」方
法

（
一
）way of looking 

と w
ay of seeing

　

筆
者
は
本
稿
に
先
立
つ
論
考
（「
目
で
見
る
方
法
序
説
」）
に
お
い
て
、従
来
の
「
参

与
観
察
（participatory observation

）」
論
は
「
参
与
」
の
ほ
う
に
よ
り
ウ
ェ
イ

ト
が
お
か
れ
て
い
る
現
状
を
指
摘
し
、「
参
与
（
観
察
）」
論
か
ら
「（
参
与
）
観
察
」

論
へ
の
ス
ラ
イ
ド
は
可
能
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
設
定
し
た
。
観
察
調
査
法
の
中
身

に
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
立
脚
点
は
引
き
続
き
有
効
で
あ
ろ
う
。

　
「
見
る
」
こ
と
の
方
法
化
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ハ
リ
ー
・
ウ
ォ
ル
コ
ッ
ト
に

よ
る
民
族
誌
的
も
の
の
見
方
に
関
す
る
議
論
は
示
唆
に
富
む
〔W

olcott 1999

〕。
以

下
こ
の
項
で
は
、
民
族
誌
を
「w

ay of looking

」
と
「w

ay of seeing

」
と
い
う

二
種
類
の
モ
ー
ド
に
わ
け
て
考
え
る
ウ
ォ
ル
コ
ッ
ト
の
論
考
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

ま
ず
こ
の
二
種
類
の
モ
ー
ド
は
大
雑
把
に
区
分
し
て
、「w

ay of looking

」
と
は

も
の
の
見
方
、
観
察
の
仕
方
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、
か
た
や
「w

ay of seeing

」

と
は
物
事
の
と
ら
え
方
と
い
っ
た
よ
り
広
い
認
識
を
さ
す
。
民
族
誌
す
る
（doing

）

こ
と
と
は
こ
の
「w

ay of looking

」
と
「w

ay of seeing

」
の
両
方
を
と
も
に
実

施
す
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
民
族
誌
的
方
法
を
借
用
す
る
（borrow

ing

）
だ
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け
な
ら
「w

ay of looking

」
の
み
で
も
事
足
れ
り
と
す
る
。
日
本
国
内
に
お
い
て

も
近
年
、「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
や
「
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」
と
い
っ
た
語
は
本

家
で
あ
る
文
化
人
類
学
の
領
域
を
こ
え
て
、
臨
床
の
現
場
に
た
ず
さ
わ
る
さ
ま
ざ
ま

な
活
動
で
も
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
そ
の
よ
う
な
分
野
で
注
目

さ
れ
る
の
は
「w

ay of looking

」
な
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、「w

ay of looking

」
と
は
、
あ
る
と
き
に
は
「
参
与
観
察

調
査
」、ま
た
あ
る
と
き
は
「
記
述
的
調
査
」、「
博
物
学
的
調
査
」、「
質
的
調
査
」、「
現

地
調
査
」、「
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究
」
な
ど
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
を
与
え
ら
れ
る
よ

う
な
、
民
族
誌
家
や
現
地
調
査
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
で
実
際
に
お
こ
な
う
こ
と
の
一
切

合
切
を
ひ
っ
く
る
め
て
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「w

ay of looking

」
が
民
族
誌
的

営
為
の
方
法
的
な
部
分
に
特
化
し
た
特
徴
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
方
法
論
に
つ

い
て
詳
細
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
民
族
誌
調
査
の
営
為
は
、
参
与
観
察
調
査
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
文
庫
作
業
と

い
う
三
つ
の
要
因
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
は
、
経
験
化
、
問

い
糾
し
、
検
証
と
い
う
活
動
ラ
ベ
ル
が
付
さ
れ
る
。
経
験
化
の
段
階
に
あ
っ
て
は
、

あ
ら
ゆ
る
感
覚
を
通
し
た
情
報
が
含
ま
れ
る
は
ず
だ
が
、
自
ず
と
視
覚
な
ら
び
に
聴

覚
か
ら
の
情
報
が
中
心
と
な
る
。
味
覚
、
触
覚
、
嗅
覚
な
ど
の
感
覚
を
記
述
す
る
方

法
は
た
ち
遅
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
記
述
す
る
際
に
は
個
人
的
経
験
の
類
比
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
こ
と
が
大
半
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
諸
感
覚
を
統
合
す
る
も
の

と
し
て
の
視
覚
の
中
心
的
位
置
づ
け
が
揺
ら
ぐ
と
き
、
経
験
化
は
重
要
性
を
帯
び
る

の
で
あ
る
。第
二
の
問
い
糾
し
と
は
、経
験
化
が
受
動
的
観
察
者
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
い
た
の
に
対
し
、能
動
的
観
察
者
を
想
定
す
る
。
す
な
わ
ち
実
際
に
質
問
を
発
し
、

み
ず
か
ら
対
象
社
会
の
活
動
や
対
話
的
世
界
に
乗
り
出
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
第
三
の
文
庫
作
業
に
よ
る
検
証
と
は
、
他
の
調
査
者
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
資

料
に
注
意
を
払
い
そ
れ
を
利
用
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
図
書
館
や

文
書
館
の
み
の
作
業
で
は
な
く
、
手
紙
や
日
記
、
写
真
、
図
像
な
ど
フ
ィ
ー
ル
ド
で

得
ら
れ
る
資
料
も
含
ま
れ
る
。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
活
動
ラ
ベ
ル
は
民
族
誌
的
調
査
の
目
録
の
体
を
な
す
が
、
視
覚
感

覚
と
の
関
連
性
と
い
う
点
で
は
、
や
は
り
第
一
の
経
験
化
の
段
階
が
着
目
さ
れ
る
。

こ
の
段
階
は
、
民
族
誌
調
査
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
質
的
調
査
に
共
通
し
て
、
記
述
・

分
析
・
解
釈
と
い
う
三
つ
の
側
面
が
含
ま
れ
て
お
り
、こ
れ
ら
の
三
つ
の
側
面
は
デ
ー

タ
の
扱
い
と
い
う
点
で
対
比
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
記
述
と
は
デ
ー
タ
を
提
示
し
て

説
明
の
基
礎
を
築
く
こ
と
で
あ
り
、
分
析
に
お
い
て
は
事
実
、
数
値
、
発
見
な
ど
を

報
告
す
る
た
め
に
合
意
の
得
ら
れ
た
や
り
方
で
デ
ー
タ
を
吟
味
し
、
そ
し
て
解
釈
で

は
デ
ー
タ
の
意
味
産
出
を
お
こ
な
っ
て
分
析
さ
れ
た
事
実
を
議
論
に
よ
っ
て
封
じ
込

め
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
側
面
に
あ
っ
て
参
与
観
察
を
通
し
た
直
接

的
経
験
は
出
発
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
調
査
者
が
観
察
し
た
あ
り
の
ま
ま
が
意
味
を

な
す
よ
う
に
、
観
察
さ
れ
た
以
外
の
も
の
が
ふ
る
い
に
か
け
ら
れ
る
フ
ィ
ル
タ
ー
と

し
て
の
機
能
も
持
つ
。
つ
ま
り
記
述
・
分
析
・
解
釈
と
い
う
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
が
視

覚
感
覚
と
直
結
で
き
る
の
は
、「w

ay of looking

」
と
い
う
経
験
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で
、「w

ay of looking

」
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
方
法
以
上
の
も
の

で
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、「w

ay of seeing

」
は
、
民
族
誌
す
る
（doing

）
こ
と
の
必
須
要

件
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
方
法
以
上
の
も
の
で
あ
る
度
合
い
は
さ
ら
に
増
す
。

た
と
え
ば
ロ
ー
ル
シ
ャ
ッ
ハ
・
テ
ス
ト
の
際
、
検
査
員
は
カ
ー
ド
を
見
る
（look

）

よ
う
に
指
示
す
る
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
（see

）
か
は
、
被
験
者
次

第
で
あ
る
。
そ
の
人
物
が
人
間
の
社
会
的
行
動
の
見
方
、
あ
る
い
は
一
定
の
社
会
観

や
人
間
観
を
共
有
し
た
民
族
誌
家
で
あ
れ
ば
、
そ
の
民
族
誌
家
が
何
を
（
ど
の
よ
う

に
）
と
ら
え
る
か
は
、
何
を
ど
う
見
る
か
（「w

ay of looking

」）
を
超
え
て
議
論

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
見
る
（look

）
を
超
え
て
と
ら
え
る
（see

）
こ
と
と
は
、

民
族
誌
的
課
題
を
い
か
に
構
成
す
れ
ば
そ
の
記
述
が
動
植
物
分
類
の
一
覧
表
の
よ
う

な
も
の
で
は
な
い
も
の
に
な
る
か
に
つ
い
て
の
感
覚
を
そ
な
え
る
こ
と
で
あ
る
。
よ

り
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、特
定
の
場
所
や
地
位
の
人
が
い
か
な
る
行
動
を
と
る
か
、

そ
し
て
そ
の
行
動
に
い
か
な
る
意
味
を
付
与
す
る
か
、
そ
れ
は
通
常
の
場
合
と
特
殊
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状
況
の
も
と
で
は
同
じ
か
ち
が
う
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
行
動
の
累
積
が
規
範
の
形

成
に
向
か
う
か
ど
う
か
、と
い
っ
た
関
心
に
裏
打
ち
さ
れ
た
社
会
的
行
動
の
観
察
は
、

民
族
誌
を
「
方
法
以
上
の
も
の
」
と
す
る
の
に
利
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　

ウ
ォ
ル
コ
ッ
ト
の
こ
の
対
比
は
、
観
察
の
個
々
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
、
そ
の
技
術
を

支
え
あ
る
い
は
よ
り
大
き
く
包
括
す
る
人
間
社
会
に
対
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
と
言
い
か
え

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。「w

ay of seeing

」
は
ウ
ォ
ル
コ
ッ
ト
だ
け
で
な
く
、
た
と

え
ば
映
像
人
類
学
者
の
ア
ン
ナ
・
グ
リ
ム
シ
ョ
ウ
も
そ
の
著
書
の
副
題
に
用
い
て
い

る
。
そ
こ
で
提
唱
さ
れ
る
文
化
人
類
学
に
お
け
る「w

ays of seeing

」（
グ
リ
ム
シ
ョ

ウ
の
場
合
は
複
数
形
を
用
い
る
）
の
独
特
な
や
り
方
と
は
、

（
一
）　

視
覚
は
現
代
の
民
族
誌
実
践
に
お
い
て
、
方
法
論
的
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
、
技
術

と
し
て
機
能
す
る
。

（
二
）　

視
覚
は
、
世
界
を
知
る
特
定
の
や
り
方
、
い
わ
ゆ
る
知
識
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と

し
て
機
能
す
る
。

と
い
う
二
点
に
特
徴
的
で
あ
る
〔Grim

shaw
 2001:7

〕。
こ
こ
で
は
「seeing

」
と

い
う
ひ
と
つ
の
語
を
用
い
な
が
ら
、「w

ay of looking

」
と
「w

ay of seeing

」

を
よ
り
統
合
的
に
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、（
一
）
で
は
よ
り
個
別
論
的
な

観
察
技
術
・
技
法
が
対
象
化
さ
れ
、
ウ
ォ
ル
コ
ッ
ト
の
い
う
「w

ay of seeing

」

に
よ
り
近
い
世
界
観
・
社
会
観
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
は
、（
二
）
の
「
見
る
こ
と
」

が
世
界
把
握
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
な
り
う
る
と
い
う
指
摘
に
近
似
す
る
の
で
あ
る
。

（
二
）参
与
観
察
に
お
け
る「
技
法
」

　

前
項
の
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
民
族
誌
的
方
法
を
借
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
本

格
的
に
民
族
誌
す
る
さ
い
に
は
、「w

ay of looking

」
と
「w

ay of seeing

」
の

両
方
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
議
論
を
喚
起
さ
せ
る
。
も
の
を
見
る
と

き
に
は
ま
っ
た
く
先
入
観
の
な
い
状
態
で
た
だ
見
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
、
多

か
れ
少
な
か
れ
何
ら
か
の
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
て
の
観
察
し
か
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
、
と
い
っ
た
問
題
も
提
起
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
何
ら
か
の
社
会
観
・
人

間
観
を
脱
色
し
た
技
術
論
と
し
て
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
は
可
能
か
、

と
い
っ
た
問
題
も
引
き
出
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
人
間
の
「
見
る
」
と
い

う
知
覚
行
動
一
般
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
化
人
類
学
や

民
俗
学
に
お
け
る
観
察
調
査
の
や
り
方
と
い
う
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
技
術
論
に
つ
い

て
は
さ
ら
に
深
刻
な
限
定
を
設
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
こ
こ
で
は
よ
り
具
体
的
に
、
観
察
調
査
の
「
技
法
」
と
し
て
ど
の
よ
う
な

内
容
が
列
挙
さ
れ
る
の
か
、
実
演
的
に
示
し
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
前
項
で
検
討
し

た
ウ
ォ
ル
コ
ッ
ト
自
身
の
著
作
の
な
か
か
ら
も
純
粋
に
「
技
法
」
と
し
て
語
れ
そ
う

な
部
分
を
抽
出
し
、
そ
の
他
、
民
族
誌
方
法
論
の
テ
キ
ス
ト
な
ど
を
参
照
し
て
、
具

体
的
な
「
〜
べ
し
」
集
の
よ
う
な
形
式
を
仮
設
し
て
み
る

）
4
（

。

　

Ａ
．
基
本
的
視
覚
情
報
の
収
集

　

㈠　

セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
観
察
：
調
査
に
と
っ
て
潜
在
的
に
重
要
と
思
わ
れ
、
研
究

に
関
連
し
た
行
動
・
活
動
が
展
開
す
る
場
所
を
定
め
る
こ
と
。
現
地
の
キ
ー
・

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
い
っ
し
ょ
に
そ
の
場
を
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

聴
覚
情
報
を
含
む
。

　

㈡　

出
来
事
（
の
シ
ー
ケ
ン
ス
）：
単
一
の
活
動
が
連
続
し
て
一
定
の
規
模
と
長

さ
を
と
も
な
っ
た
、
ひ
と
つ
づ
き
の
活
動
。
二
人
以
上
の
人
物
に
意
味
が
共
有

さ
れ
て
い
る
、
来
歴
と
結
果
を
も
つ
、
繰
り
返
さ
れ
る
、
な
ど
の
特
徴
を
も

つ
）
5
（

。

　

㈢　

数
と
り
、
統
計
調
査
、
マ
ッ
ピ
ン
グ
：
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
初
期
段
階
で
、

人
と
場
所
、
行
動
の
相
関
関
係
を
よ
り
正
確
に
得
る
た
め
の
諸
観
察
を
反
映
さ

せ
た
も
の
。数
と
り
は
出
来
事
や
活
動
を
正
確
に
記
述
す
る
た
め
に
必
要
な
人
、

物
質
文
化
、
場
所
な
ど
の
計
量
化
を
意
味
す
る
。
統
計
調
査
は
調
査
地
の
セ
ッ

テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
調
査
者
の
関
心
を
引
く
人
、
世
帯
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ

い
て
一
覧
表
化
す
る
こ
と
。
マ
ッ
ピ
ン
グ
は
実
際
に
社
会
行
動
が
な
さ
れ
る
場

に
つ
い
て
の
図
像
化
で
あ
る
。
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㈣　

社
会
的
差
異
を
示
す
（
社
会
経
済
的
も
し
く
は
そ
の
他
の
）
指
標
：
調
査
の

重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
社
会
的
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
着
て
い
る

も
の
、
髪
型
、
装
身
具
、
言
語
と
話
し
方
、
視
聴
番
組
、
車
、
居
住
地
な
ど
、

観
察
が
比
較
的
容
易
な
も
の
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
社
会
階
層
や
社
会
経
済
的

地
位
を
推
論
す
る
〔Schensul, Schensul and LeCom

pte 1999

：91-114

〕。

　

Ｂ
．
行
動
観
察
記
録

　

㈤　

行
動
の
（
差
異
の
）
記
録
：
調
査
者
の
面
前
で
人
び
と
が
（
い
つ
も
と
）
ち

が
っ
た
よ
う
に
行
動
す
れ
ば
、
後
の
質
問
調
査
の
材
料
に
な
り
う
る
。
質
問
へ

の
別
の
観
点
の
組
み
入
れ
、
組
み
直
し
を
お
こ
な
っ
て
、
観
察
の
精
度
を
可
能

な
限
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　

㈥　

理
想
型
の
抽
出
：
人
び
と
が
最
善
だ
と
思
う
行
動
形
態
か
ら
、
社
会
生
活
に

と
っ
て
何
が
理
想
と
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
観
察
す
る
こ
と
。

　

㈦　

規
範
と
現
実
の
ズ
レ
：
人
び
と
が
な
に
を
言
っ
た
り
行
な
っ
た
り
「
す
べ
き
」

だ
と
考
え
て
い
る
か
と
、「
じ
っ
さ
い
に
」
言
っ
た
り
行
な
っ
た
り
し
た
こ
と

の
差
異
を
見
出
す
よ
う
に
観
察
す
る
こ
と
〔W

olcott 1999:49

〕。

　

Ｃ
．
観
察
記
録
作
成
上
の
そ
の
他
の
留
意
点

　

㈧　

当
事
者
に
と
っ
て
の
意
味
：
た
と
え
ば
「
会
議
中
、
伏
し
目
が
ち
に
そ
わ
そ

わ
と
エ
ン
ピ
ツ
を
い
じ
く
り
回
す
」
と
い
う
行
為
は
、
退
屈
、
不
同
意
、
理
解

不
足
、
怒
り
、
欲
求
不
満
、
気
移
り
な
ど
、
多
義
的
で
あ
る
。
調
査
者
は
行
動

そ
の
も
の
は
記
録
し
て
も
、
性
急
な
意
味
付
与
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
に
書
き

付
け
な
い
。

　

㈨　

主
観
的
評
価
を
除
外
し
た
観
察
記
録
：
人
物
に
つ
い
て
は
そ
の
外
見
、
す
な

わ
ち
着
て
い
る
も
の
、
靴
、
荷
物
、
そ
の
他
の
携
行
品
な
ど
を
詳
細
に
記
録
し
、

「
貧
乏
で
だ
ら
し
な
さ
そ
う
な
」
と
い
っ
た
記
述
者
の
評
価
を
含
ん
だ
表
現
を

避
け
る
。
出
来
事
の
起
こ
っ
た
場
の
状
況
を
に
つ
い
て
も
同
様
に
、「
カ
メ
ラ

の
レ
ン
ズ
を
通
し
た
よ
う
に
」
記
述
す
る
こ
と
〔Schensul, Schensul and 

LeCom
pte 1999

：114-120

〕。

　

こ
の
よ
う
な
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
は
、
ど
こ
ま
で
継
続
す
れ
ば
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の

実
際
に
耐
え
ら
れ
る
調
査
項
目
と
な
る
の
か
判
断
し
に
く
く
、
ま
た
続
け
て
い
け
ば

き
り
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。一
般
に
調
査
項
目
を
よ
り
詳
細
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

煩
雑
さ
と
非
体
系
性
を
併
発
し
、「
科
学
的
」
観
察
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
次
第
に
か
け

離
れ
て
い
く
と
い
っ
た
事
態
も
生
じ
う
る
。
そ
の
よ
う
な
難
点
を
退
け
つ
つ
、
こ
こ

で
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
観
察
調
査
の
ね
ら
い
や
実
際
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
な
ど
を
あ
え

て
前
項
の
対
比
に
引
き
寄
せ
て
考
察
す
る
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
「w

ay of 

looking

」
と
「w

ay of seeing

」
の
交
錯
地
点
に
参
与
観
察
の
技
法
が
成
り
立
っ

て
い
る
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、「w

ay of looking

」
す
な

わ
ち
具
体
的
に
「
見
る
」
と
い
う
働
き
か
け
が
向
け
ら
れ
る
対
象
と
し
て
は
「
行
動
」

が
重
要
視
さ
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
で
、「w

ay of seeing

」
す
な
わ
ち
個
々
の
観
察
行

動
の
背
後
に
あ
る
よ
り
大
き
な
指
向
性
と
し
て
、「
社
会
」
に
対
し
て
ウ
エ
イ
ト
が

お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
三
）主
観
の
共
同
性）

6
（

　

前
項
の
考
察
か
ら
、観
察
調
査
に
お
い
て
「
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
を
通
し
た
よ
う
に
」

事
象
を
観
察
す
る
場
合
で
も
、
人
び
と
の
行
動
の
背
景
に
一
定
の
社
会
性
を
指
向
す

る
様
態
を
見
よ
う
と
す
る
傾
向
性
が
介
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
定
が

成
り
立
つ
。
こ
こ
に
は
、
視
覚
が
あ
る
特
定
の
も
の
へ
の
指
向
性
を
持
つ
と
い
う
こ

と
は
バ
イ
ア
ス
や
先
入
観
と
関
係
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
あ
ら
ゆ

る
指
向
性
を
排
除
し
た
視
覚
と
い
う
も
の
が
あ
り
う
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
両
極

に
問
題
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
を
掘
り
下
げ
る
た
め
に
、
次
に
民

俗
学
に
お
け
る
「
見
る
」
方
法
に
も
ふ
れ
た
い
。
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
、「
カ
メ

ラ
の
レ
ン
ズ
を
通
し
た
よ
う
に
」
と
い
っ
た
客
観
的
外
在
的
視
覚
で
は
な
く
、
対
象
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社
会
の
人
び
と
自
身
の
視
覚
感
覚
が
、
研
究
上
の
そ
れ
と
ど
こ
か
で
シ
ン
ク
ロ
し
て

し
ま
う
よ
う
な
局
面
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
た
い
。

　

そ
の
よ
う
な
主
観
と
客
観
が
混
在
す
る
よ
う
な
視
覚
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
は

高
取
正
男
で
あ
る
。
高
取
は
、
民
俗
的
自
然
認
識
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
民
間
暦
が

発
達
し
た
り
農
事
に
関
す
る
慣
用
表
現
が
生
ま
れ
た
り
す
る
こ
と
を
と
り
あ
げ
、「
農

民
た
ち
が
な
が
い
自
然
観
察
の
結
果
を
圧
縮
し
た
も
の
と
し
て
、
い
ち
い
ち
も
っ
と

も
で
あ
る
」〔
高
取　

一
九
九
五
（
一
九
七
五
）： 

一
七
三
〕
と
述
べ
る
。
し
か
し
そ
れ

ら
の
観
察
や
そ
の
表
現
が
ま
っ
た
く
客
観
的
な
自
然
観
察
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
か

と
い
う
と
、
た
と
え
ば
子
ど
も
が
空
の
雲
を
「
イ
ヌ
に
似
て
い
る
」、「
自
動
車
に
似

て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
身
近
な
物
体
に
な
ぞ
ら
え
て
認
識
す
る
の
に
近
く
、
厳
密

な
客
観
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。と
く
に
表
現
の
仕
方
が
主
観
的
で
あ
り
、

誰
が
見
て
も
イ
ヌ
や
自
動
車
の
か
た
ち
に
見
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
な
ぜ
そ
れ

が
特
定
の
民
俗
社
会
で
は
民
間
暦
や
農
事
暦
に
な
り
う
る
か
と
い
う
と
、「
ま
ず
は

村
の
人
の
心
の
な
か
、
そ
の
共
同
の
主
観
の
な
か
に
春
が
し
だ
い
に
育
っ
て
き
て
い

る
こ
と
が
す
べ
て
の
前
提
と
な
る
。
そ
う
し
た
主
観
の
暗
黙
の
一
致
の
う
え
に
、
客

観
的
な
自
然
現
象
が
指
摘
さ
れ
、
こ
の
ふ
た
つ
が
感
応
し
あ
っ
て
、
そ
の
現
象
に
意

味
が
つ
け
ら
れ
、
農
事
開
始
の
宣
言
と
な
る
」〔
高
取　

一
九
九
五
（
一
九
七
五
）： 

一

七
五
〕
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
共
同
の
主
観
」
と

か
「
主
観
の
暗
黙
の
一
致
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
上
記
の
引
用
で
は
さ
り
気
な
く

書
か
れ
て
い
る
が
、
民
俗
の
自
然
観
察
は
科
学
的
自
然
観
察
と
は
異
な
り
、
数
値
や

専
門
用
語
で
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
「
春
が
来
た
」
と
い
う
感
覚
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
第
三
者
と
共
有
す
る
こ
と
は
相
当
に
む
ず
か
し
い
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
完
全

に
個
人
的
な
感
覚
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
も
と
よ
り
春
の
到
来
を
感
じ
る
感
覚
的

イ
デ
ィ
オ
ム
の
よ
う
な
も
の
が
共
同
化
さ
れ
て
い
る
場
合
、「
共
同
の
主
観
」
や
「
主

観
の
暗
黙
の
一
致
」
に
よ
っ
て
相
互
了
解
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
感

覚
的
イ
デ
ィ
オ
ム
が
共
有
さ
れ
る
範
囲
が
民
俗
社
会
で
あ
っ
た
と
考
え
る
と
、
そ
の

範
囲
に
お
い
て
共
有
さ
れ
る
主
観
と
、
事
実
と
し
て
の
自
然
現
象
の
「
感
応
」、
あ

る
い
は
「
人
の
心
と
外
界
の
現
象
、
主
観
と
客
観
の
微
妙
な
ふ
れ
あ
い
の
う
え
に
構

築
さ
れ
て
い
る
」
の
が
「
フ
ォ
ー
ク
（Folk

・
常
民
・
民
俗
）
の
論
理
」〔
高
取　

一
九
九
五
（
一
九
七
五
）： 

一
七
五
〕
で
あ
っ
た
と
い
う
説
明
に
も
、
そ
れ
な
り
の
説

得
力
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

も
と
も
と
は
「
曖
昧
模
糊
」
と
し
た
認
識
世
界
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
民
俗

的
自
然
認
識
は
、「
見
立
て
」
や
「
な
ぞ
ら
え
」
な
ど
の
技
法
に
よ
っ
て
個
々
に
表

現
さ
れ
る
恣
意
的
、
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
感
覚
的
イ
デ
ィ
オ

ム
が
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
通
用
す
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
「
共
同

の
主
観
」
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
下
の
論
点
を
引
き
出
す
。
①
「
曖

昧
模
糊
」
と
し
た
認
識
世
界
と
、
そ
こ
で
の
観
察
の
問
題
。
通
常
、
観
察
に
は
明
晰

な
視
点
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
が
、
曖
昧
な
認
識
の
も
と
で
も
可
能
な
観
察
と
い
う

も
の
は
い
か
な
る
も
の
か
。
②
観
察
さ
れ
た
結
果
の
表
現
技
法
の
問
題
。
恣
意
的
、

主
観
的
と
い
っ
て
も
ま
っ
た
く
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
、
表
現
の
仕
方
に
共
同
性

が
あ
っ
て
一
定
範
囲
の
人
び
と
を
し
て
理
解
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
場
合
、
そ
の
表

現
の
要
に
あ
る
「
見
立
て
」、「
な
ぞ
ら
え
」
と
い
っ
た
技
法
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。

③
観
察
と
表
現
の
技
法
に
お
け
る
主
観
と
客
観
の
乗
り
合
わ
せ
の
問
題
。
こ
の
問
題

は
、
当
該
社
会
の
住
民
自
身
に
よ
る
可
視
性
を
経
由
し
た
認
識
の
生
成
（
高
取
の
言

う
「
フ
ォ
ー
ク
の
論
理
」）
と
、
そ
れ
を
リ
フ
レ
ク
シ
ブ
に
認
識
す
る
調
査
者
の
側

の
可
視
性
の
問
題
（「
フ
ォ
ー
ク
の
論
理
」
に
対
応
さ
せ
る
な
ら
ば
「
フ
ォ
ー
ク
ロ

ア
の
論
理
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
が
、
じ
つ
は
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

問
題
で
も
あ
る
。

　

ま
ず
①
に
つ
い
て
は
、
科
学
的
自
然
観
察
に
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
主
体
と
客
体
が

は
っ
き
り
と
二
分
さ
れ
る
よ
う
な
（
し
た
が
っ
て
明
晰
な
）
認
識
を
生
じ
さ
せ
る
の

と
は
別
種
の
可
視
性
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
精
神
と
肉
体
、
あ
る

い
は
自
然
と
超
自
然
と
い
っ
た
近
代
的
二
分
法
が
必
ず
し
も
妥
当
性
を
確
保
で
き
な

い
の
と
同
様
に
、
環
境
世
界
と
人
間
と
い
う
対
置
も
ま
た
民
俗
的
自
然
認
識
に
は
そ

ぐ
わ
な
い
。
あ
る
い
は
、
民
俗
的
自
然
認
識
と
は
そ
も
そ
も
、
人
間
と
自
然
を
明
確
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に
対
置
さ
せ
る
よ
う
な
類
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

上
記
の
引
用
に
お
い
て
は
民
俗
の
自
然
観
察
が
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
高
取

は
そ
の
直
後
に
、
宮
本
常
一
に
よ
る
直
接
民
主
制
的
な
合
議
の
事
例
（『
忘
れ
ら
れ

た
日
本
人
』
中
の
「
対
馬
に
て
」
で
叙
述
さ
れ
た
有
名
な
事
例
）
を
引
い
て
、
社
会

と
個
人
と
い
う
対
比
に
お
い
て
も
同
様
の
論
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
村
寄
合

に
お
い
て
、
人
び
と
の
共
同
意
識
と
個
人
的
経
験
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
徐
々

に
合
意
形
成
が
な
さ
れ
る
と
い
う
社
会
的
側
面
に
も
、
西
洋
近
代
的
主
体
と
し
て
の

個
人
で
は
な
く
、
個
と
共
同
、
主
体
と
客
体
が
相
乗
り
し
た
よ
う
な
民
俗
社
会
の
大

前
提
が
焦
点
化
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
「
こ
と
よ
せ
の
論
法
」
と
呼
ぶ
の

で
あ
る
。
要
す
る
に
近
代
的
二
分
法
で
た
ち
あ
が
る
よ
う
な
主
体
と
客
体
と
の
関
係

が
か
な
ら
ず
し
も
成
立
し
て
い
な
い
状
態
で
も
、
視
覚
の
有
効
性
が
発
揮
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
前
節
で
、
自
然
科
学
の
世
界
に
あ
っ
て
も
、
主
観
と
客
観
の

相
互
作
用
、
さ
ら
に
は
主
観
と
客
観
の
一
体
化
と
い
っ
た
議
論
が
み
ら
れ
た
こ
と
を

考
慮
す
れ
ば
、
む
し
ろ
当
然
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

つ
ぎ
に
②
点
め
で
あ
る
が
、「
主
観
の
共
同
性
」
が
認
識
そ
の
も
の
の
共
同
性
（
イ

ン
プ
ッ
ト
時
点
の
問
題
）
と
い
う
よ
り
、
表
現
技
法
の
共
同
性
（
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の

局
面
で
の
共
通
様
式
）
が
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
見
立
て
」
や
「
な
ぞ
ら
え
」

が
い
か
に
し
て
な
さ
れ
る
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
見
立
て
た
り

な
ぞ
ら
え
た
り
す
る
際
の
表
現
に
一
定
の
規
約
が
あ
る
か
ら
な
の
か
、
見
立
て
ら
れ

た
も
の
、
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
も
の
を
解
釈
す
る
や
り
方
が
規
制
を
受
け
る
か
ら
な
の

か
、
と
い
っ
た
問
題
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
、
当
事
者
レ
ベ
ル
に
お
い
て
知
識

を
獲
得
す
る
際
に
可
視
性
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
議
論
と
、
調
査
研
究
の
エ
テ
ィ
ッ

ク
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
論
点
③
に
つ
い
て
は
、
問
い
を

別
に
た
て
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
を
掘
り
下
げ
る
た
め
に
、
次
節
で
は
主
に
「
見
立
て
」
や
「
な
ぞ

ら
え
」
と
い
っ
た
視
覚
作
用
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
い
か
に
関
連
し
て
い
る
か
、

ま
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
営
為
の
中
に
そ
れ
ら
の
知
覚
が
い
か
に
見
出
せ
る
か
、

な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

❹
ア
ス
ペ
ク
ト
と
メ
タ
フ
ァ
ー
的
視
覚

（
一
）ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ア
ス
ペ
ク
ト
論

　
「
見
立
て
」
や
「
な
ぞ
ら
え
」
が
介
在
す
る
知
覚
│
表
象
│
解
釈
と
い
う
一
連
の

流
れ
に
お
い
て
、
主
観
の
共
同
性
が
発
生
す
る
地
点
は
ど
こ
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ

も
そ
も
、
発
生
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
節
の
問
題
を
こ
の
よ
う
に
展
開
し
よ
う

と
す
る
と
き
、「
見
え
」
と
解
釈
の
問
題
を
集
約
し
た
よ
う
な
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
ア
ス
ペ
ク
ト
論
を
経
由
し
て
お
く
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。

　

ア
ス
ペ
ク
ト
と
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
こ
と
ば
で
は
、
次
の
よ
う

に
説
明
さ
れ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
こ
の
図
形
を
、あ
る
と
き
は
そ
の
一
つ
の
も
の
、

あ
る
と
き
は
別
の
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
│
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は

こ
れ
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
分
た
ち
が
解
釈
す
る
よ
う
に
こ
れ
を
見
て
い

る
の
で
あ
る
」〔
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン　

一
九
七
六
：
三
八
四
〕。「
こ
の
図
形
」
と

い
う
の
は
、
あ
る
と
き
に
は
ア
ヒ
ル
に
見
え
、
ま
た
別
の
と
き
に
は
（
あ
る
い
は
同

時
に
）
ウ
サ
ギ
に
見
え
る
、
有
名
な
ジ
ャ
ス
ト
ロ
ウ
図
形
の
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
上
記
の
引
用
が
示
し
て
い
る
の
は
、
ア
ヒ
ル
に
見
え
た
り
ウ
サ

ギ
に
見
え
た
り
す
る
の
は
、
見
る
人
が
ア
ヒ
ル
と
し
て
解
釈
し
た
り
ウ
サ
ギ
と
し
て

解
釈
し
た
り
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
の
問
題
は
、
そ
の
知
覚
行
為
の
共
同
性
に
も
関
連
し
て
い

る
。
次
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
引
用
を
み
よ
う
。

　
　
「「
見
る
」
と
い
う
語
の
二
つ
の
適
用
例
。

　

そ
の
一
つ
。「
何
を
あ
な
た
は
そ
こ
に
見
る
か
」
│
「
わ
た
く
し
は
こ
れ
を

見
る
」（
そ
こ
か
ら
あ
る
記
述
、
あ
る
素
描
、
あ
る
模
写
が
続
く
）。
も
う
一
つ
。

「
わ
た
く
し
は
こ
の
二
つ
の
顔
に
類
似
を
見
る
」
│
こ
の
こ
と
を
わ
た
く
し
が
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報
告
し
て
い
る
相
手
が
、
こ
れ
ら
の
顔
を
わ
た
く
し
自
身
と
同
じ
よ
う
に
は
っ

き
り
見
て
い
な
く
て
も
構
わ
な
い
。

　

重
要
な
の
は
、見
て
い
る
二
つ
の
〈
対
象
〉
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
上
の
区
別
」〔
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン　

一
九
七
六
：
三
八
三
〕。

　

一
つ
め
の
適
用
例
に
お
い
て
は
、「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
く
し
」
は
共
同
し
て
何

ら
か
の
も
の
を
見
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
記
述
や
描
写
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
も
う
一
つ
の
の
適
用
例
に
お
い
て
は
、「
あ
な
た
」
が
そ
れ
を
見
て
い

る
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
く
、「
わ
た
く
し
」
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か

が
問
題
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
も
う
一
点
、
見
て
い
る
対
象
物
が
同
じ
か

ち
が
う
か
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
リ
ン
ゴ
が
見
え
る
」
と
い
う
の
は
通
常
の
知
覚
の
言
明
で
あ
り
、

Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
は
同
じ
ひ
と
つ
の
も
の
を
見
て
そ
れ
を
リ
ン
ゴ
だ
と
認
め
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
両
者
は
同
時
に
見
て
い
な
い
場
合
で
も
、
行
為
者
が
交

代
す
れ
ば
同
様
の
知
覚
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
前
提
さ
れ
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
場
合
、

通
常
の
場
面
で
は
「
リ
ン
ゴ
が
あ
る
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
よ
う

に
、
存
在
と
知
覚
は
重
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
リ
ン
ゴ
に
見
え
る
」
と
い
っ
た
場

合
、
Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
が
同
じ
よ
う
に
見
る
こ
と
は
ど
こ
に
も
担
保
さ
れ
て
い
な
い

し
、
見
て
い
る
対
象
物
は
リ
ン
ゴ
以
外
の
何
も
の
か
で
あ
る
。
存
在
と
知
覚
が
ず
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
る

）
7
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
二
種
類
の
見
え
方
の
ち
が
い
に
は
解
釈
の
問
題
が
介

在
す
る
。
野
矢
茂
樹
に
よ
れ
ば
、「
○
○
が
見
え
る
」
で
は
対
象
が
表
象
さ
れ
て
い

る
の
に
対
し
、「
○
○
に
見
え
る
」
で
は
意
味
が
表
象
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ア
ス

ペ
ク
ト
報
告
の
特
徴
で
あ
る
後
者
の
見
え
方
は
、
○
○
が
何
で
あ
る
か
わ
か
っ
て
い

る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
○
○
以
外
に
も
見
え
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
の
表
明
で
あ

る
。
前
者
の
場
合
、
他
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
可
能
性
が
意
識
さ
れ
な
い
「
単
相
状
態
」

で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
別
の
も
の
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
他
の
ア
ス

ペ
ク
ト
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
「
複
相
状
態
」
で
あ
る
〔
野
矢　

一
九
九
五
：
一
四
〇
〕。

こ
の
よ
う
な
意
味
の
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
と
で
も
い
う
べ
き
状
態
は
、
別
に
ジ
ャ
ス

ト
ロ
ウ
図
形
を
目
に
し
た
と
き
で
な
く
て
も
、
複
数
の
主
観
に
よ
る
「
価
値
観
の
ち

が
い
」
と
い
う
事
態
に
お
い
て
も
日
常
的
に
経
験
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う

）
8
（

。
複
数
の

解
釈
の
可
能
性
が
あ
る
と
き
、
た
と
え
ば
ア
ヒ
ル
と
ウ
サ
ギ
の
解
釈
の
可
能
性
の
中

で
、「
ア
ヒ
ル
と
し
て
見
る
」
と
は
、
そ
の
図
形
を
ア
ヒ
ル
と
し
て
認
識
す
る
文
法

の
も
と
に
把
握
す
る
価
値
観
の
表
明
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
ア
ス
ペ
ク
ト
論
は
き
わ

め
て
規
則
論
で
も
あ
り
う
る
。

　

こ
れ
に
対
し
野
家
啓
一
は
、「
観
察
の
理
論
負
荷
性
」
の
点
か
ら
ア
ス
ペ
ク
ト
を

論
じ
て
い
る
。
観
察
の
理
論
負
荷
性
と
は
、
見
る
こ
と
が
先
行
し
分
析
や
考
察
が
後

継
す
る
と
い
う
継
起
的
操
作
と
し
て
の
観
察
を
否
定
し
、「
観
察
、
事
実
、
デ
ー
タ

な
ど
に
対
す
る
理
論
や
知
識
の
認
識
論
的
先
行
性
を
主
張
す
る
科
学
哲
学
上
の
概

念
」〔
野
家　

一
九
九
三
：
二
三
九
〕
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
見
方
に
よ
る
と
、
科
学

的
な
観
察
や
実
験
で
さ
え
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
帰
結
は
あ
ら
か
じ
め
知
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
極
端
に
推
し
進
め
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
見
る

前
に
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
わ
か
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
少
な

く
と
も
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
な
観
察
調
査
の
場
合
、
観
察
に
よ
っ
て
デ
ー

タ
収
集
が
な
さ
れ
る
前
に
、
ど
の
よ
う
な
対
象
が
デ
ー
タ
と
し
て
有
効
で
あ
る
か
、

あ
る
い
は
対
象
を
い
か
に
見
れ
ば
デ
ー
タ
と
し
て
認
識
さ
れ
る
か
と
い
っ
た
諸
前
提

が
事
前
に
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
観
察
調
査
が
実
施
で
き
な
い
と
い
っ
た
事
態
も

起
こ
り
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
観
察
調
査
に
先
立
っ
て

何
が
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
あ
ら
か
じ
め
わ
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
極

論
に
ま
で
達
し
て
し
ま
う
可
能
性
も
出
て
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
こ
で
は
極
論
に
す
す
み
が
ち
な
方
向
性
を
軌
道
修
正
し
、「
○
○
に
見

え
る
」、「
○
○
と
し
て
見
る
」
と
い
う
こ
と
の
本
義
に
ふ
み
と
ど
ま
り
た
い
。
ア
ス

ペ
ク
ト
知
覚
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
は
、「
見
立
て
」、「
な
ぞ
ら
え
」
な
ど
い
わ
ゆ

る
メ
タ
フ
ァ
ー
的
視
覚
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
そ
れ
が
お
か
れ
た
「
文
脈
」

に
よ
っ
て
顕
在
化
す
る
「
内
的
関
係
」
を
見
い
だ
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
文
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脈
は
想
像
力
や
表
象
力
に
よ
っ
て
創
設
・
補
完
・
転
換
さ
れ
る
。「
文
脈
」
と
は
「
規

則
が
機
能
す
べ
き
〈
場
〉
の
謂
に
ほ
か
な
ら
な
い
」〔
野
家　

一
九
九
三
：
二
五
七
〕

の
で
、
先
に
あ
げ
た
野
矢
の
指
摘
に
あ
っ
た
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
の
文
法
的
規
則
の
側

面
も
含
み
込
ん
で
、
い
わ
ば
規
則
論
と
知
覚
論
の
共
有
地
と
し
て
「
観
察
の
理
論
負

荷
性
」
を
取
り
扱
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
あ
る
い
は
「
観
察
の
理
論
負
荷
性
」
を

「
意
味
理
解
の
文
脈
依
存
性
」
と
お
き
か
え
て
考
え
れ
ば
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に

お
け
る
観
察
の
問
題
と
も
交
差
す
る
主
題
と
し
て
何
ら
唐
突
さ
は
感
じ
ら
れ
な
く
な

る
で
あ
ろ
う
。

　

ア
ス
ペ
ク
ト
論
を
経
由
し
て
考
え
た
い
の
は
、
ひ
と
つ
は
野
矢
の
指
摘
か
ら
、「
複

相
状
態
」、
つ
ま
り
視
覚
に
よ
っ
て
対
象
を
把
握
す
る
経
路
が
複
数
の
可
能
性
を
も

つ
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
複
数
の
可
能
性
が
生
じ
る
根
源
に
主
観
性
の
問
題
が
あ
る
こ

と
で
あ
る
。い
っ
ぽ
う
野
家
の
指
摘
か
ら
は
、あ
ら
か
じ
め
見
る
べ
き
対
象
が
わ
か
っ

て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
科
学
的
観
察
が
先
行
す
る
理
論
に
依
存
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
観
察
調
査
に
お
い
て
は
「
文
脈
」
の
問
題
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
る
。
あ
る
社
会
的
行
為
が
進
行
す
る
〈
現
場
〉
で
の
観
察
の
あ
り
方
は
、

た
と
え
ば
無
菌
室
で
の
観
察
な
ど
と
は
異
な
り
、
そ
の
場
で
し
か
発
生
さ
せ
な
い
視

覚
を
生
じ
さ
せ
た
り
揺
ら
ぎ
を
招
き
込
ん
だ
り
し
て
、
そ
の
場
に
埋
め
込
ま
れ
た
観

察
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
、
実
際
に
書
か
れ
た
民
族
誌
記
述
を
以
下
に
と
り

あ
げ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
二
）ス
ラ
イ
ド
写
真
技
法
と
演
劇
的
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム

　

既
存
の
民
族
誌
の
記
述
を
吟
味
し
て
、
そ
こ
か
ら
フ
ィ
ー
ル
ド
の
現
場
で
用
い
ら

れ
た
で
あ
ろ
う
視
覚
の
方
法
を
検
討
す
る
作
業
の
好
例
と
し
て
、
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・

ギ
ア
ー
ツ
の
『
文
化
の
読
み
方
／
書
き
方
』（
原
題W

orks and Lives: T
he 

A
nthropologists as A

uthor

）〔
ギ
ア
ー
ツ　

一
九
九
六
〕
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の

著
作
の
三
章
「
ス
ラ
イ
ド
写
真
技
法
」
で
は
、
英
国
人
類
学
の
な
か
で
も
屈
指
の
民

族
誌
家
で
あ
る
エ
ヴ
ァ
ン
ス
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
技
法
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
そ
の
記
述
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
る
の
は
、
前
節
で
指
摘
し
た
「
意
味
理
解
の
文
脈

依
存
性
」、
あ
る
い
は
現
場
の
文
脈
に
よ
っ
て
揺
ら
ぎ
を
招
き
込
む
よ
う
な
記
述
に

対
し
て
、
ひ
と
つ
の
明
確
な
対
照
を
示
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
ギ

ア
ー
ツ
自
身
も
、
エ
ヴ
ァ
ン
ス
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
に
一
章
を
割
い
て
検
討
し
た
か
っ

た
の
は
、
そ
の
ま
っ
た
く
ぶ
れ
な
い
確
固
た
る
立
ち
位
置
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。

　

彼
の
五
つ
の
主
要
民
族
誌
を
検
討
し
て

）
9
（

、
そ
の
記
述
ス
タ
イ
ル
の
単
刀
直
入
な
明

快
さ
、
明
晰
さ
が
大
量
に
連
続
し
て
ひ
と
つ
の
民
族
誌
作
品
に
次
々
と
書
き
込
ま
れ

て
い
く
こ
と
に
、
ギ
ア
ー
ツ
は
驚
嘆
を
隠
さ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
確
固
た
る

自
信
に
裏
打
ち
さ
れ
た
他
者
表
象
を
「
ス
ラ
イ
ド
写
真
技
法
」
と
名
づ
け
る
の
で
あ

る
。「
彼
は
ど
の
よ
う
に
そ
う
し
て
い
る
の
か
。
民
族
誌
的
解
明
と
主
な
説
得
力
の

源
泉
へ
の
Ｅ‒

Ｐ
の
接
近
法
の
著
し
い
特
徴
は
、
文
化
的
現
象
を
眼
前
に
髣
髴
さ
せ

る
よ
う
に
鮮
明
に
表
現
し
う
る
卓
越
せ
る
描
写
力
│
隠
喩
的
に
言
え
ば
人
類
学
的
ス

ラ
イ
ド
写
真
技
法
│
で
あ
る
。
で
は
彼
は
何
を
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
幻
灯
機
式
民

族
誌
の
主
な
効
果
、
お
よ
び
主
な
意
図
は
、
わ
れ
わ
れ
が
本
能
的
に
頼
っ
て
い
る
既

成
の
社
会
的
認
識
の
枠
組
が
、
例
の
ス
ラ
イ
ド
写
真
技
法
が
映
し
出
す
や
も
し
れ
ぬ

い
か
な
る
た
ぐ
い
の
奇
妙
な
現
象
に
も
十
分
適
合
し
う
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で

あ
る
。」〔
ギ
ア
ー
ツ　

一
九
九
六
：
九
一
│
九
二
〕

　

じ
っ
さ
い
エ
ヴ
ァ
ン
ス
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
民
族
誌
に
は
挿
絵
、
写
真
、
素
描
、

図
表
な
ど
、
視
覚
に
訴
え
る
資
料
も
ふ
ん
だ
ん
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

そ
れ
に
も
ま
し
て
、
言
語
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
る
民
族
誌
事
例
が
、
映
像
の
シ
ー
ン

の
よ
う
に
彷
彿
と
さ
れ
る
視
覚
効
果
は
、
彼
の
民
族
誌
に
お
い
て
「
一
見
し
て
奇
怪

な
│
非
合
理
的
、
無
秩
序
的
、
異
教
徒
的
な
│
観
念
、
感
情
、
慣
習
、
価
値
観
そ
の

他
か
ら
奇
妙
さ
を
剥
ぎ
と
る
こ
と
」〔
ギ
ア
ー
ツ　

一
九
九
六
：
九
九
〕
に
大
き
く
貢

献
し
て
い
る
と
い
う
。
あ
る
い
は
、「
彼
ら
が
わ
れ
わ
れ
と
相
違
し
て
い
る
点
は
、

そ
れ
ら
が
ど
れ
ほ
ど
衝
撃
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
本
質
的
に
は
さ
し
て
重
要
で
は

な
い
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
」〔
ギ
ア
ー
ツ　

一
九
九
六
：
一
〇
一
〕
を
伝
え
る
た
め
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に
は
、
視
覚
的
効
果
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
あ
り
あ
り
と
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
異

文
化
の
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
が
と
り
た
て
て
騒
ぎ
立
て
る
ほ
ど
で
も
な
い
当
然
さ
と
親

近
感
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
視
覚
の
方
法
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
エ
ヴ
ァ
ン
ス
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
に
よ
る
文
脈
へ
の
依
存
と
は
、
現
場

そ
の
も
の
の
文
脈
と
い
う
よ
り
、
ギ
ア
ー
ツ
が
い
み
じ
く
も
言
い
当
て
て
い
る
よ
う

に
「
本
能
的
に
頼
っ
て
い
る
既
成
の
社
会
的
認
識
」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
彼
の
記
述
は
揺
ら
ぎ
の
少
な
い
、
確
固
と
し
て
自
信
に
満
ち
た
も
の
に
な

る
の
だ
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ミ
シ
ェ
ル
・
レ
リ
ス
の
「
ゴ
ン
ダ
ル
の
エ
チ
オ
ピ
ア
人
に
み
ら

れ
る
憑
依
と
そ
の
演
劇
的
諸
相
」
と
い
う
民
族
誌
は
、か
な
り
趣
を
異
に
し
て
い
る
。

エ
チ
オ
ピ
ア
に
お
い
て
ザ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
精
霊
が
人
に
憑
依
す
る
現
象
が
み
と
め

ら
れ
、
あ
る
種
の
病
気
を
治
療
す
る
た
め
の
憑
依
儀
礼
を
演
じ
る
。「
演
じ
る
」
と

い
う
の
は
こ
の
憑
依
儀
礼
が
多
分
に
演
劇=
見
世
物
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
か
ら

で
、
精
霊
ザ
ー
ル
の
憑
依
者
は
憑
依
す
る
ザ
ー
ル
の
種
類
ご
と
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が

転
換
し
、
そ
の
た
び
ご
と
に
憑
い
た
精
霊
と
同
一
視
さ
れ
る
。
ま
た
憑
依
は
自
発
的

に
と
い
う
よ
り
は
周
囲
に
促
さ
れ
て
、
娯
楽
を
提
供
す
る
よ
う
な
雰
囲
気
の
も
と
で

お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
も
、「
演
劇
的
」
で
あ
る
所
以
で
あ
る
。

　

演
劇
的
で
あ
る
こ
と
は
直
ち
に
虚
偽
の
儀
礼
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
当
事
者
自
信
が
憑
依
の
真
実
性
を
確
信
す
る
場
合
が
あ
り
、
レ
リ
ス
は
そ
れ
を

「
生
き
ら
れ
た
演
劇
」
と
よ
ん
で
い
る
。
総
じ
て
人
為
的
手
段
の
介
在
す
る
余
地
が

少
な
く
、
ま
た
見
物
人
の
目
を
気
に
し
な
い
も
の
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
。
そ
れ
に

対
し
て
「
演
じ
ら
れ
た
演
劇
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、
疑
い
を
生
じ
さ
せ
や
す
い
演

技
で
あ
る
。「
憑
依
が
嫌
疑
を
ま
ね
く
の
は
、と
く
に
、そ
れ
が
、想
像
力
を
刺
激
し
、

人
を
魅
惑
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
演
劇
的
な
形
式
を
と
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
こ
と

の
よ
う
で
あ
る
。
憑
依
者
の
踊
り
と
グ
リ
と
い
っ
た
よ
う
な
、
シ
ョ
ー
的
性
格
を
持

つ
慣
習
は
、
あ
る
種
の
信
者
た
ち
の
眼
に
は
、
疑
わ
し
い
も
の
と
映
る
よ
う
だ
」〔
レ

リ
ス　

一
九
八
六
：
二
四
三
〕。
グ
リ
と
は
ト
ラ
ン
ス
に
入
る
た
め
の
典
型
的
手
段
で

あ
り
、
激
し
い
動
き
と
騒
が
し
い
息
づ
か
い
を
と
も
な
っ
た
定
式
化
さ
れ
た
行
動
形

態
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
顕
著
な
儀
礼
的
様
式
に
の
っ
と
っ
て
い
る
が
た
め
に
、

人
の
目
に
つ
き
や
す
く
フ
ェ
イ
ク
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
招
き
入
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

　

厄
介
な
の
は
、
憑
依
す
る
当
事
者
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
が
「
生
き
ら
れ
た
演
劇
」

な
の
か
「
演
じ
ら
れ
た
演
劇
」
な
の
か
を
峻
別
す
る
の
が
困
難
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
真
正
の
も
の
と
い
い
う
る
憑
依
（
自
発
的
な
も
の
で
も
、
よ
び
お
こ
さ
れ
た
も
の

で
も
い
い
が
、
但
し
宗
教
＝
呪
術
的
環
境
で
生
じ
、
そ
の
よ
う
な
意
味
づ
け
を
持
ち
、

ト
ラ
ン
ス
が
患
者
の
側
の
意
識
的
決
定
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
誠
心
誠
意
の

も
の
）
と
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
真
正
で
は
な
い
と
い
い
う
る
憑
依
（
注
目
を
集
め

る
た
め
に
、
あ
る
い
は
他
人
に
圧
力
を
か
け
て
、
物
質
的
あ
る
い
は
精
神
的
利
益
を

引
き
出
す
た
め
に
、
わ
ざ
と
行
な
う
見
せ
か
け
の
も
の
）
と
の
あ
い
だ
に
は
、
余
り

に
多
く
の
中
間
的
段
階
が
あ
っ
て
、
実
際
に
は
境
界
を
引
く
こ
と
は
む
ず
か
し
い
」

〔
レ
リ
ス　

一
九
八
六
：
二
四
七
〕。
ま
た
そ
の
演
劇
を
見
守
る
会
衆
（
見
物
人
）
の
役

回
り
も
、「
そ
の
一
瞬
一
瞬
に
お
い
て
、憑
依
に
陥
ち
入
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
り
、

な
に
は
と
も
あ
れ
、
拍
手
や
歌
に
よ
っ
て
精
霊
た
ち
を
呼
び
出
す
の
に
参
加
す
る
の

み
な
ら
ず
、
一
た
び
彼
等
が
降
り
る
や
、
彼
等
の
化
身
と
な
っ
て
い
る
人
々
か
ら
遠

ざ
け
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
彼
等
と
か
か
わ
り
を
持
つ
点
か
ら
み
て
、
こ
の
見
物
人
は

純
粋
の
観
察
者
で
は
け
っ
し
て
あ
り
え
な
い
」〔
レ
リ
ス　

一
九
八
六
：
二
四
九
〕
と

い
う
記
述
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
決
し
て
固
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
憑
依
儀
礼

に
お
い
て
は
、そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
意
味
づ
け
も
「
生
き
ら
れ
た
」
も
の
と
「
演

じ
ら
れ
た
も
の
」
と
の
あ
い
だ
で
揺
ら
ぎ
、
見
る
も
の
│
見
ら
れ
る
も
の
の
関
係
も

じ
つ
は
揺
ら
い
で
し
ま
う
。
そ
し
て
こ
の
「
見
る
も
の
│
見
ら
れ
る
も
の
関
係
」
は
、

民
族
誌
の
な
か
の
憑
依
者
と
見
物
人
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ザ
ー
ル
信
仰
の

当
事
者
と
そ
れ
を
見
る
レ
リ
ス
自
身
と
い
う
関
係
で
も
あ
り
、
当
事
者
た
ち
が
演
劇

の
真
偽
の
見
き
わ
め
に
戸
惑
い
を
お
ぼ
え
る
様
態
が
、
上
記
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
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う
に
、民
族
誌
記
述
そ
の
も
の
に
も
揺
ら
ぎ
を
与
え
て
し
ま
う
結
果
と
し
て
、エ
ヴ
ァ

ン
ス
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
で
は
決
し
て
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
記
述
ス
タ
イ
ル
が
と
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
い
う
な
ら
ば
、
ジ
ャ
ス
ト
ロ
ウ
図
形
が
反
転
す
る
知
覚
を
引
き
起

こ
す
よ
う
な
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
が
、
幾
重
に
も
折
り
重
な
り
な
が
ら
符
合
し
て
い
る

の
で
あ
る

）
10
（

。

（
三
）柳
田
國
男
の
景ア

ス
ペ
ク
ト

観
描
写

　

前
項
に
お
け
る
エ
ヴ
ァ
ン
ス
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
と
レ
リ
ス
の
対
比
か
ら
示
唆
さ
れ

る
の
は
、「w

ay of looking

」
の
厳
密
さ
と
「w

ay of seeing

」
の
あ
い
ま
い
さ

と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
明
確
さ
と
、
オ
カ
ル

テ
ィ
ズ
ム
の
不
可
解
さ
だ
ろ
う
か
。
い
や
む
し
ろ
、
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
に
よ
る
観
察

と
し
て
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
前
項
の
終
わ
り
に
と
り
あ

げ
た
レ
リ
ス
の
視
覚
は
、
憑
依
を
演
劇
と
「
見
立
て
」、
あ
る
い
は
そ
の
真
偽
に
つ

い
て
棚
上
げ
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
民
族
誌
家
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は

な
く
当
事
者
た
ち
に
よ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
両
者
が
反
転
図
形
を
示
し
な
が

ら
記
述
の
な
か
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
た
。
そ
れ
は
❸
で
と
り
あ
げ
た

民
俗
学
的
観
察
、
と
り
わ
け
主
観
の
共
同
性
の
問
題
に
も
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で

最
後
に
も
う
一
度
、
民
俗
学
的
観
察
に
も
ど
っ
て
み
よ
う
。

　

柳
田
國
男
の
視
覚
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
健
二
『
風
景
の
生
産
・
風
景
の
解

放
』〔
佐
藤　

一
九
九
四
〕
に
く
わ
し
く
、
そ
こ
に
は
新
た
に
つ
け
加
え
る
べ
き
こ
と

は
何
も
な
い
か
に
見
え
る
。
と
く
に
、
そ
の
視
覚
の
方
法
が
以
下
の
三
つ
に
整
理
し

て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
。

　

㈠　

関
係
性
論
理
を
拡
大
す
る
観
察
、
あ
る
い
は
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
視
覚
。

　

㈡　

生
活
様
式
へ
遡
及
す
る
観
察
、
あ
る
い
は
ソ
シ
オ
ロ
ジ
カ
ル
な
視
覚
。

　

㈢　

新
経
験
を
擁
護
す
る
よ
う
な
観
察
、
あ
る
い
は
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
な
視
覚
。

た
と
え
ば
柳
田
の
風
景
描
写
の
実
際
の
記
述
を
横
に
お
い
て
み
る
と
、
そ
の
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
が
い
か
に
ラ
ン
ダ
ム
で
あ
っ
た
と
し
て
も
こ
れ
ら
三
点
の
特
徴
が
ほ
ぼ
確
認

で
き
る
。

「
と
こ
ろ
が
又
何
年
か
過
ぎ
て
後
に
、
八
ヶ
嶽
の
東
麓
を
信
州
か
ら
南
へ
越
え

よ
う
と
し
て
、
野
辺
山
が
原
の
一
角
に
於
て
、
再
び
や
ゝ
小
規
模
の
、
是
を
思

ひ
出
さ
せ
る
や
う
な
家
居
を
見
た
と
き
に
、
何
と
無
く
原
因
が
見
つ
か
っ
た
様

な
気
が
し
た
の
で
あ
る
。こ
れ
ら
の
楊
の
老
木
は
勿
論
栽
ゑ
た
も
の
で
は
な
い
。

昔
か
ら
群
を
な
し
て
此
あ
た
り
に
は
繁
茂
し
て
居
た
の
を
、
少
し
ば
か
り
伐
り

残
し
て
其
間
に
小
屋
を
掛
け
た
の
が
、
後
に
は
親
し
み
を
生
じ
て
其
長
大
を
念

じ
、
道
路
を
開
く
に
も
新
屋
敷
の
地
割
り
に
も
、
程
よ
い
譲
歩
を
す
る
や
う
に

な
っ
た
だ
け
で
、
最
初
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
大
木
の
陰
を
求
め
て
、
村
を
作
ら
う
と

し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。」〔
柳
田　

一
九
九
八
：
二
二
四
〕

「
川
の
面
貌
を
形
づ
く
る
両
岸
の
風
物
に
至
っ
て
は
、
そ
の
変
遷
が
今
一
段
と

著
し
く
、
見
る
た
び
に
景
色
が
違
っ
て
居
る
と
い
ふ
感
じ
は
、
旅
で
通
っ
て
も

よ
く
経
験
す
る
。
大
体
に
樹
や
叢
の
低
く
小
さ
く
又
稀
薄
に
な
っ
て
行
く
こ
と

が
、
近
代
の
傾
向
で
あ
る
こ
と
は
争
は
れ
ぬ
。
わ
ざ
わ
ざ
流
れ
の
ほ
と
り
に
来

て
植
栽
す
る
者
は
無
い
の
だ
が
、
川
が
自
然
に
運
ん
で
居
た
植
物
の
量
は
も
と

は
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
採
取
ば
か
り
が
次
第
に
進
み
、
且
つ
頻
繁

な
る
此
頃
の
出
水
に
掃
蕩
せ
ら
れ
る
と
、
川
原
は
た
だ
広
々
と
し
た
陽
炎
の
遊

び
場
に
、
化
し
て
し
ま
は
ず
に
は
居
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。」〔
柳
田　

一
九
九
八
：

三
二
六
〕

　

上
記
の
三
点
の
視
覚
の
う
ち
、
本
稿
の
議
論
と
も
っ
と
も
関
係
が
濃
厚
で
あ
る
と

み
な
さ
れ
る
の
が
㈡
の
生
活
様
式
へ
遡
及
す
る
観
察
で
あ
る
、
そ
れ
は
、
佐
藤
に
よ

る
次
の
よ
う
な
詳
細
な
説
明
を
と
も
な
う
と
き
、
論
点
の
近
接
性
は
な
お
い
っ
そ
う

は
っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。「
そ
れ
は
、
い
う
な
ら
ば
風
景
を
「
む
こ
う
側
か
ら
」

と
ら
え
る
眼
だ
。
風
景
に
感
じ
い
る
自
分
の
感
受
を
、
む
こ
う
側
か
ら
、
す
な
わ
ち
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生
活
者
の
側
か
ら
感
じ
な
お
す
記
述
の
構
築
こ
そ
、
こ
の
思
想
家
の
方
法
の
可
能
性

の
実
質
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
旅
人
」
と
し
て
の
視
覚
を
生
活
様
式
の
記
述
へ
と
変
え

る
変
換
装
置
で
あ
っ
た
」〔
佐
藤　

一
九
九
四
：
一
七
五
〕。
こ
こ
に
、
❸
で
述
べ
た

高
取
正
男
の
視
覚
の
特
徴
で
あ
る
主
観
の
共
同
性
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
は
、
さ

ほ
ど
無
理
は
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
生
活
者
自
身
が
民
俗
学
す
る
こ
と
を
願
っ
た
柳

田
に
と
っ
て
「
む
こ
う
側
」
と
「
こ
ち
ら
側
」
を
分
け
隔
て
て
い
る
壁
を
取
り
除
く
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
極
力
う
す
い
も
の
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
あ
る
い
は
そ
の
垣
根
を
先
ず
自
分
が
乗
り
越
え
て
「
む
こ
う
側
」
と
「
こ
ち
ら

側
」
を
行
き
来
す
る
よ
う
な
視
覚
の
方
法
を
編
み
出
す
こ
と
が
、
民
俗
学
の
成
立
に

と
っ
て
ひ
と
つ
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
よ
う
に
し
て
で
き
あ
が
っ
て
い
く
視
覚
の
方
法
は
、
主

客
未
分
の
、
あ
る
い
は
彼
我
の
別
な
き
観
察
と
で
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

柳
田
が
構
想
し
て
い
た
調
査
法
に
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
を
引
き
込
み
、「
む
こ
う
側
」

と
「
こ
ち
ら
側
」
が
反
転
図
柄
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
外
の
風
景
論
も
ま
っ
た
く
無
縁
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
空
間
軸

と
時
間
軸
を
拡
張
し
な
が
ら
、「
複
数
の
景
観
に
類
似
を
見
る
」、「
歴
史
的
来
歴
と

行
く
末
を
見
す
え
る
」
と
い
っ
た
観
察
で
あ
り
、
前
者
は
「
〜
に
見
え
る
」
の
文
法

そ
の
ま
ま
で
あ
る
。（
後
者
は
、
本
稿
で
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
ふ
れ
な
か
っ
た
ア
ス
ペ

ク
ト
知
覚
の
も
う
一
つ
の
モ
ー
ド
で
あ
る
「
〜
で
あ
る
こ
と
を
見
る
」
と
い
う
文
法

に
則
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
）。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、

柳
田
國
男
の
視
覚
の
方
法
、
あ
る
い
は
も
う
す
こ
し
広
く
民
俗
学
的
観
察
調
査
全
般

に
も
、ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
と
し
て
の
側
面
を
見
い
だ
す
こ
と
は
難
く
な
い
の
で
あ
る
。

❺
総
括
と
展
望

　

本
稿
で
は
、
可
視
的
で
あ
る
こ
と
と
理
解
可
能
で
あ
る
こ
と
は
い
か
に
関
連
す
る

の
か
と
い
う
問
題
関
心
の
も
と
、「w

ay of looking

」
と
「w

ay of seeing

」
の

対
比
、
な
ら
び
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ア
ス
ペ
ク
ト
論
に
照
ら
し
な
が
ら
、

文
化
人
類
学
と
民
俗
学
に
お
け
る
観
察=

視
覚
の
方
法
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、

文
化
人
類
学
や
民
俗
学
に
お
い
て
は
何
ら
先
見
性
の
な
い
白タ

ブ
ラ
ラ
サ紙

の
観
察
、
あ
る
い
は

比
喩
的
に
言
え
ば
裸
眼
で
の
視
覚
と
い
う
も
の
は
想
定
し
が
た
く
、
む
し
ろ
場
の
論

理
と
し
て
の
文
脈
を
反
映
し
た
よ
う
な
観
察
法
が
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う
帰
結
に
た

ど
り
つ
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
バ
イ
ア
ス
や
先
入
観
と
い
っ
た
一
般
的
意
味
に
お
け

る
障
壁
で
は
な
く
、
観
察
調
査
に
お
い
て
は
不
可
避
な
も
の
と
し
て
そ
の
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
な
側
面
を
最
大
化
す
る
方
途
を
考
案
す
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
必
要
と
な
ろ
う
。
そ

の
端
緒
と
し
て
本
稿
で
検
討
し
た
の
は
、
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
を
含
む
よ
う
な
観
察
を

反
映
さ
せ
た
民
族
誌
記
述
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
現
実
と
仮
想
が
行
き
来
す
る
生
活
世

界
に
肉
迫
す
る
記
述
で
あ
る
と
と
も
に
、
調
査
者
（
観
察
者
）
と
対
象
者
と
い
う
関

係
性
に
つ
い
て
、
今
後
、
別
の
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
足
が
か
り
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
に
も
、
当
事
者
が
可
視
化
し
て
も
の
ご
と
を
理
解
す
る
考
え
方
（
可
視

性
に
よ
っ
て
知
識
を
獲
得
し
て
い
く
側
面
）
と
、
調
査
者
（
観
察
者
）
が
そ
の
観
察

を
確
た
る
も
の
に
す
る
た
め
に
可
視
性
に
頼
る
こ
と
（
調
査
法
と
し
て
視
覚
を
行
使

し
て
可
視
性
を
め
ざ
す
側
面
）
と
の
関
係
を
、
さ
ら
に
深
く
掘
り
下
げ
る
必
要
が
あ

る
。
民
俗
学
に
お
け
る
主
観
の
共
同
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
主
客
未
分
や
彼
我
の
別

な
き
境
地
と
い
っ
た
主
題
に
何
の
操
作
も
へ
ず
に
連
接
さ
れ
る
と
考
え
る
の
は
、
不

用
意
で
飛
躍
の
誹
り
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
知
識
と
可
視
性
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
掲
げ
た
こ
と
か
ら
も
明
白
な
よ
う
に
、
よ

り
包
括
的
に
議
論
す
る
べ
き
課
題
と
し
て
今
後
に
残
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

よ
り
「
包
括
的
に
」
と
い
う
点
で
は
、
知
覚
感
覚
の
問
題
を
視
覚
に
限
定
せ
ず
、

ほ
か
の
感
覚
と
の
関
連
性
に
お
い
て
検
討
す
る
と
い
う
方
向
性
が
重
要
だ
と
考
え
て

い
る
。
本
稿
で
も
ふ
れ
た
が
、
人
間
の
感
覚
の
中
で
視
覚
は
と
く
に
近
代
以
降
、
中

心
的
な
位
置
を
占
め
て
き
た
。
と
く
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
民
俗
調
査
を
題
材
と
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し
て
考
え
る
場
合
、
視
覚
の
方
法
化
で
あ
る
観
察
は
、
や
は
り
議
論
の
中
心
に
お
か

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
設
定
上
の
限
界
は
本
稿
に
つ
き
ま
と
っ
て
い

る
。
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
視
界
を
ひ
ら
く
こ
と
が
当
面
の
課
題
で
あ
る
。

　

ま
た
、
視
覚
の
方
法
化
に
限
定
し
て
集
中
的
に
論
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
来
な
ら

ば
本
稿
で
中
心
に
据
え
る
べ
き
こ
と
は
、
❹
の
後
半
に
と
り
あ
げ
た
よ
う
な
個
々
の

民
族
誌
記
述
の
事
例
に
お
い
て
、
視
覚
の
方
法
が
じ
っ
さ
い
に
は
ど
の
よ
う
な
対
象

把
握
の
技
法
と
し
て
行
使
さ
れ
、
い
か
な
る
解
釈
や
理
論
に
連
繋
し
て
い
っ
て
い
る

の
か
を
吟
味
・
検
証
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
吟
味
・
検

証
の
前
段
階
と
し
て
、
経
由
さ
せ
る
べ
き
議
論
が
膨
大
で
あ
っ
た
た
め
、（
ふ
つ
う

な
ら
紙
数
が
つ
き
て
し
ま
っ
た
と
書
く
べ
き
で
あ
ろ
う
が
）
力
つ
き
て
し
ま
っ
た
と

い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
結
果
、
民
族
誌
記
述
そ
の
も
の
の
検
討
は
、
本

稿
で
は
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
・
ス
タ
デ
ィ
ー
の
域
を
出
な
い
サ
ン
プ
ル
程
度
の
も
の

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
部
分
は
そ
れ
だ
け
で
別
稿
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。
続
編
は
さ
ら
に
続
編
へ
と
つ
づ
く
と
い
う
予
告
だ
け
は
し
て
お
き
た
い
。

【
謝
辞
】

　

本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
七
月
二
九
日
に
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
「
民
俗

研
究
の
形
成
と
発
展
」
研
究
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
際
の
草
稿
を
も
と
に
、
若

干
の
加
筆
修
正
を
施
し
て
文
字
化
し
た
も
の
で
あ
る
。研
究
会
に
お
招
き
い
た
だ
き
、

発
表
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
小
池
淳
一
歴
博
准
教
授
に
お
礼
申
し
上
げ
た

い
。
ま
た
筆
者
の
口
頭
発
表
に
対
し
て
、
ご
教
示
ご
助
言
を
く
だ
さ
っ
た
共
同
研
究

の
メ
ン
バ
ー
の
方
々
に
（
一
人
一
人
お
名
前
は
あ
げ
な
い
が
）
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

そ
の
方
々
の
有
益
な
コ
メ
ン
ト
の
多
く
は
本
稿
に
反
映
し
き
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ

は
ひ
と
え
に
筆
者
の
怠
慢
で
あ
る
と
反
省
し
て
い
る
。

註（
1
）　

大
林
は
、「
こ
こ
で
近
代
的
視
覚
と
い
う
の
は
、
遠
近
法
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と

し
て
の
視
覚
と
い
う
意
味
で
も
経
験
論
者
の
い
う
感
覚
（sence

）
と
し
て
の
視
覚
と
い
う
意

味
で
も
な
く
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
自
然
哲
学
の
特
徴
で
あ
る
自
然
の
数
量
化
と
数
学
化
に
よ
っ
て

わ
れ
わ
れ
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
世
界
像
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で

あ
る
」〔
大
林　

一
九
九
九
：
六
一
│
六
二
〕
と
述
べ
て
い
る
。

（
2
）　

中
村
雄
二
郎
は
、「
視
覚
は
他
の
諸
感
覚
に
く
ら
べ
て
対
象
を
客
体
化
す
る
働
き
が
つ
よ
く
、

対
象
そ
の
も
の
に
密
着
し
て
い
る
。
し
か
も
、
視
覚
は
ほ
か
の
諸
感
覚
の
影
響
を
受
け
て
修
正

さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
」〔
中
村　

二
〇
〇
〇
：
一
〇
三
〕
と
い
う
理
由
か
ら
感
覚
組
織
が
視

覚
優
位
に
統
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
に
対
し
て
、
反
論
を
試
み
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と

他
の
感
覚
と
の
協
働
を
自
覚
化
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
が
た
め
に
視
覚
の
働
き
だ
と
誤
認

し
て
し
ま
う
こ
と
、
ま
た
、
諸
感
覚
の
統
合
と
い
う
と
き
求
心
的
な
動
き
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
中
心
に
視
覚
が
お
か
れ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
求
心
的
な
統
合
よ
り

も
、
体
性
感
覚
に
よ
る
遠
心
的
な
統
合
を
よ
り
重
視
し
て
い
る
。

（
3
）　

デ
イ
ヴ
ィ
ー
ス
の
こ
の
仕
事
は
、「Reflexive Ethnography

」
と
い
う
著
作
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
が
、
本
文
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
れ
ば
、「
内
省
的
民
族
誌
」
と
訳
す
よ
り
、「
自
己
言

及
的
民
族
誌
」
と
訳
し
た
方
が
よ
り
適
合
的
で
あ
ろ
う
〔D

avies 1999

〕。

（
4
）　

こ
の
よ
う
な
試
み
を
行
な
う
か
ら
と
い
っ
て
、
筆
者
が
民
族
誌
的
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
す

べ
て
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
で
き
る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
言
し
て
お
き
た
い
。

と
く
に
現
地
調
査
に
お
け
る
観
察
は
、
こ
こ
で
列
挙
す
る
項
目
を
す
べ
て
満
た
せ
ば
終
了
す
る

も
の
で
も
な
い
し
、
観
察
項
目
を
固
定
化
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
融
通
無
碍
な
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
の
基
本
的
性
格
と
は
む
し
ろ
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
あ

く
ま
で
も
仮
定
的
手
続
き
と
し
て
叙
述
し
た
い
。

（
5
）　

一
般
的
に
出
来
事
の
記
述
は
五
Ｗ
一
Ｈ
（w

ho

、w
hen

、w
here

、w
hat

、w
hy

、how

）

を
必
須
事
項
と
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
はhow

の
か
わ
り
にfor w

hom

（
誰
に
対
し

て
）
と
い
う
事
項
を
盛
り
込
む
こ
と
が
条
件
化
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）　

こ
の
項
は
、『
環
境
民
俗
学
』（
山
泰
幸
・
古
川
彰
と
共
編
著
、
二
〇
〇
八
年
、
昭
和
堂
刊
）

の
第
一
章
三
節
「
民
俗
的
自
然
認
識
論
と
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
の
内
容
を
、
本
稿
の
文
脈
に
沿
う
形

で
、
大
幅
に
加
筆
を
施
し
て
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
7
）　

そ
の
こ
と
を
逆
用
し
て
、
た
と
え
ば
高
座
で
落
語
家
が
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
の
に
、「
あ
の
人

は
落
語
家
に
見
え
る
」
と
言
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
落
語
家
で
は
な
い
人
を
知
覚
し
、
そ
の
人
が

落
語
家
の
口
調
や
し
ぐ
さ
を
ま
ね
て
あ
た
か
も
落
語
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
ポ
ー
ズ
を
演
じ
て

い
る
と
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
、
往
々
に
し
て
、
存
在
と
知
覚
の
ズ
レ
を
強
調
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
落
語
家
の
芸
の
未
熟
さ
を
揶
揄
す
る
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

（
8
）　

あ
る
い
は
こ
れ
は
「
原
因
」
と
「
理
由
」
の
ち
が
い
を
も
説
明
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
体

調
不
良
は
末
期
癌
の
せ
い
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
の
「
せ
い
」
は
原
因
を
示
し
て
い
る
が
、「
悲

し
い
の
は
末
期
癌
に
よ
っ
て
死
期
が
近
い
せ
い
で
あ
る
」
の
場
合
は
理
由
と
し
て
の
「
せ
い
」

で
あ
る
〔
野
矢　

一
九
九
五
〕。
そ
し
て
原
因
は
主
観
の
介
在
し
な
い
観
察
に
よ
っ
て
も
到
達

で
き
る
が
、
理
由
は
つ
ね
に
主
観
に
よ
っ
て
探
索
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
問
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題
は
他
者
理
解
に
お
け
る
主
観
と
観
察
の
関
係
の
問
題
へ
も
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
9
）　
「
ベ
ド
ウ
ィ
ン
族
の
人
び
と
が
神
を
篤
く
信
仰
し
て
い
て
、
神
が
彼
ら
に
そ
な
え
て
い
る
定

め
を
深
く
信
仰
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
」（『
キ
レ
ナ
イ
カ
の
サ
ヌ
ー
シ
ー
族
』）、「
厳
密

な
意
味
に
お
い
て
ヌ
ア
ー
族
に
は
法
律
が
欠
け
て
い
る
」（『
ヌ
ア
ー
族
』）、「
ア
ザ
ン
デ
族
が

自
然
の
作
用
と
み
な
せ
る
も
の
と
、
呪
術
、
亡
霊
、
お
よ
び
妖
術
の
作
用
と
み
な
せ
る
も
の
と

の
差
異
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
」（『
ア
ザ
ン
デ
族
の
社
会
に
見
ら
れ
る
妖
術
、
託

宣
、
お
よ
び
呪
術
』）、「
ヌ
ア
ー
族
の
あ
い
だ
に
明
確
に
宗
教
的
と
い
え
る
感
情
が
存
在
し
て

い
る
と
言
い
え
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」（『
ヌ
ア
ー
族
の
宗
教
』）、「
ま
れ
な
例
外
を
除
い
て
、

ヌ
ア
ー
族
の
女
性
は
そ
の
境
涯
に
十
分
満
足
し
て
お
り
、
彼
女
ら
の
夫
と
他
の
男
た
ち
は
彼
女

ら
を
丁
重
に
遇
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
」（『
ヌ
ア
ー
族
の
親
族
と
婚
姻
』）、
と
い
っ
た
記

述
を
さ
す
〔
ギ
ア
ー
ツ　

一
九
九
六
：
九
〇
〕。

（
10
）
ア
ス
ペ
ク
ト
盲
の
問
題
に
関
し
て
、
野
家
啓
一
は
「
そ
れ
は
「
真
似
」
や
「
模
倣
」
が
で
き

な
い
こ
と
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
一
言
で
「
演
技
」
を
行
な
う
能
力
と
言
い

換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」〔
野
家　

一
九
九
三
：
二
九
二
│
二
九
三
〕
と
述
べ
て
い
る
。
そ

し
て
こ
れ
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
ザ
ー
ル
信
仰
と
い
う
特
殊
な
一
事
例
に
お
い
て
の
み
符
合
す
る

こ
と
で
は
な
く
、わ
れ
わ
れ
の
日
常
世
界
が
現
実
と
仮
想
の
単
線
的
構
成
を
と
る
の
で
は
な
く
、

現
実
と
仮
想
を
往
復
し
な
が
ら
生
が
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
思
い
い
た
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
な

る
べ
く
近
い
現
実
認
識
に
も
と
づ
い
て
世
界
記
述
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
リ
ア
ル
な
の
で
は

な
い
か
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
。
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This article examines how the vision or looking/seeing relates to the process of acquisition and formation of 

knowledge by fieldwork. In association with the relativization of the assumption of “objective” observation in 

natural science, and the aspect of interaction and unification between subjectivity and objectivity observed there, 

this article explores the concept of “looking/seeing” in cultural anthropology and folklore studies. Its first basis is 

a comparison of the “way of looking” and the “way of seeing.” The former is a specific way of observing things, 

and the latter indicates interpretations of human and society that serve as background of individual techniques. 

This article examines how observational research especially of cultural anthropology is carried out in the field 

through both of the above modes of observation. It deals with the “cooperation of subjectivity” as a characteristic 

of observation in folklore studies. Observing nature, and feeling seasonal changes and determining the beginning 

period of farm work based on the observation of nature is generally an individual and subjective sense. However, 

in the “cooperation of subjectivity,” the subjective sense becomes cooperative among people within a certain range 

as seasonal idiomatic expressions and agricultural rituals. That simultaneously means the generation of a 

metaphoric vision such as "mitate" and “nazorae.” Thus, as the second basis for the study, the theory of aspects of 

Wittgenstein is examined, and the issue of context dependency in understanding of meaning is drawn. Based on 

this viewpoint, this article examines the descriptions in ethnography of Evans-Pritchard, and Michel Leiris, Kunio 

Yanagita, etc. Through those arguments, this article concludes that the characteristics of the observational 

method of cultural anthropology and folklore studies are not observations on a clean slate without any foresight, 

but rather observation conducted in the context as logic of the field, and understanding and descriptions that 

reflect the modification of aspects. Based on such mode of observation and description, this article closely 

examines the way of approaching the living world where reality and imagination come and go.

Key words: Methodology of vision, participant observation, way of looking, way of seeing, cooperation of 

subjectivity, aspect
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