
國學院大學学術情報リポジトリ

外から見た〈日本文化〉 :
特集研究開発推進機構十周年

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2023-02-07

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 星野, 靖二

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/00001743URL



95 國學院大學研究開発推進機構紀要　第 10号　平成 30年 3月

　
　
外
か
ら
見
た
〈
日
本
文
化
〉

星　

野　

靖　

二　
　
　

ǽ
ǽ
ˢ
ᶫ
ஓ
ట
୫
ԇ
Ȼ
ᶭ
ஓ
ట
୫
ԇ
ᶮ

　

日
本
文
化
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
名
前
が
示
す
よ
う
に
、
日
本
文
化
研
究
所
は
一
九
五
五
年
の
設
立
以
来
、
日
本
文
化
に
つ
い
て
の
研
究
を
積
み
重
ね
て
き
た
が
、

そ
の
研
究
は
そ
も
そ
も
日
本
文
化
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
問
い
直
し
な
が
ら
行
わ
れ
て
き
た
。例
え
ば
近
年
の
研
究
成
果
の
一
つ
と
し
て
、

二
〇
一
六
年
に
『〈
日
本
文
化
〉
は
ど
こ
に
あ
る
か
』
と
い
う
書
籍
を
出
し
た
が）

1
（

、
そ
こ
に
は
我
々
が
無
意
識
に
想
定
し
て
い
る
日
本
文

化
の
枠
組
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
が
通
底
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
日
本
文
化
を
自
明
の
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
一
度
離
れ
て
こ
れ
を
あ
ら
た
め
て
〈
日
本
文
化
〉
と
し
て
検
討
す

る
た
め
に
は
、
別
の
視
点
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
〈
日
本
文
化
〉
の
検
討
は
、
国
際
発
信
、
比
較
、
交
流
と
い
っ
た
営
み
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―
こ
れ
も
日
本
文
化
研
究
所
が
設
立
以
来
推
進
し
て
き
た
も
の
で
あ
る

―
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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逆
に
い
え
ば
、
日
本
の
外
か
ら
も
様
々
な
形
で
〈
日
本
文
化
〉
に
対
す
る
興
味
関
心
が
抱
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
例
え

ば
現
代
英
語
に
お
い
て
、Zen

と
い
う
言
葉
は
広
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
余
り
に
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
を
簡
単
に
定

義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
のZen

は
、
そ
の
起
源
を
た
ど
れ
ば
鈴
木
大
拙
ら
日
本
の
仏

教
者
た
ち
が
日
本
国
外
に
提
示
し
て
き
た
禅
な
る
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
起
源
に
遡
っ
て
真
正
の
禅
と
そ
う
で
は
な

いZen

と
い
う
枠
組
で
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
も
あ
り
う
る
が
、
し
か
し
そ
の
立
場
を
推
進
し
て
い
っ
て
も
、Zen

が
実
際
に
様
々
な

形
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
押
し
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
提
示
さ
れ
た
禅
が
、
日
本
の
仏
教
者
た
ち
の
手
を
離
れ

てZen

と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
て
い
く
過
程
に
文
化
の
豊
か
な
展
開
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。更
に
い
え
ば
、

（
外
国
の
・
偽
の
）Zen

と
（
日
本
の
・
真
の
）
禅
と
い
う
枠
組
自
体
が
、
相
互
の
往
還
に
よ
っ
て
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が

現
代
的
な
状
況
で
あ
ろ
う（
２
）。

　

ま
た
、
日
本
国
外
で
日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
が
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
日

本
的
で
あ
り
、
ま
た
日
本
的
な
価
値
観
を
体
現
し
て
い
る
が
故
に
評
価
さ
れ
て
い
る
と
す
る
よ
う
な
立
場
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
文
脈
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
多
様
な
背
景
が
存
在
し
て
お
り
、
例
え
ば
（
日
本
発
で
あ
る
と
し
て
も
）

無
国
籍
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
国
際
的
な
若
者
文
化
と
し
て
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
の
で
あ
る（
３
）。 

　

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
日
本
文
化
に
は
、
そ
の
出
自
や
起
源
は
そ
れ
と
し
て
、
様
々
な
〈
日
本
文
化
〉
と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
て

い
く
面
が
現
実
に
存
在
し
、
そ
こ
に
多
様
性
や
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
こ
の
多
様
性
や
変
化
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
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上
で
ど
の
よ
う
に
情
報
を
発
信
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
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そ
れ
で
は
、
現
状
に
お
い
て
日
本
国
外
か
ら
日
本
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
指
標

と
し
て
国
際
交
流
基
金
に
よ
る
海
外
日
本
語
教
育
機
関
調
査（
４
）に
お
け
る
日
本
語
学
習
者
数
を
見
て
み
た
い
。
こ
の
調
査
は
、
日
本
国
外
に

お
け
る
日
本
語
教
育
の
状
況
と
学
習
者
数
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
一
九
七
九
年
度
に
開
始
さ
れ
て
か
ら
最
新
の

二
〇
一
五
年
度
調
査（
５
）に
至
る
ま
で
一
一
回
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。

　

二
〇
一
五
年
度
の
調
査
に
よ
る
と
、
一
三
七
の
国
・
地
域
に
お
い
て
何
ら
か
の
形
で
日
本
語
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
。
日
本
語
学
習
者

の
総
数
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
九
年
の
初
回
調
査
時
に
は
一
二
七
、一
六
七
人
で
あ
っ
た
の
が
、
そ
の
後
右
肩
上
が
り
に
増
加
を
続
け
、

二
〇
一
二
年
の
調
査
に
お
い
て
過
去
最
高
と
な
る
三
、九
八
五
、六
六
九
人
を
数
え
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
五
年
の
調
査
で
は
、

初
め
て
減
少
に
転
じ
三
、六
五
五
、〇
二
四
人
と
な
っ
て
い
る
。

　

学
習
者
数
の
地
域
分
布
を
二
〇
一
五
年
調
査
か
ら
見
て
み
る
と
、
東
ア
ジ
ア
が
四
八
．二
％
、
東
南
ア
ジ
ア
が
二
九
．九
％
で
合
わ
せ
て

八
割
弱
を
占
め
る
。
学
習
者
数
の
上
位
三
国
と
そ
の
割
合
は
中
国（
二
六
．一
％
）・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア（
二
〇
．四
％
）・
韓
国（
一
五
．二
％
）

と
な
り
、
合
わ
せ
て
六
割
を
超
す
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
二
〇
一
五
年
調
査
に
お
け
る
学
習
者
数
減
少
の
主
因
は
こ
れ
ら
三
国
に
お
け

る
減
少
で
あ
り
、
全
減
少
者
数
に
占
め
る
割
合
で
い
う
と
、
こ
の
三
国
を
合
わ
せ
て
九
割
を
超
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
英
語
教
育
重

視
の
傾
向
に
よ
る
影
響
、
あ
る
い
は
教
育
制
度
上
に
お
け
る
第
二
外
国
語
の
位
置
付
け
の
変
化
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

他
方
で
、
学
習
者
数
が
減
少
し
た
国
・
地
域
が
五
五
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
八
六
の
国
・
地
域
で
は
む
し
ろ
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
減
少
が
見
ら
れ
る
と
は
い
え
依
然
と
し
て
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
日
本
語
学
習
が
盛
ん
に
行
わ
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れ
て
い
る
一
方
で
、
地
域
的
な
多
様
化
も
ま
た
進
ん
で
い
る
と
い
う
傾
向
を
指
摘
す
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
日
本
語
学
習
者
は
ど
の
よ
う
な
目
的
を
持
っ
て
日
本
語
学
習
を
行
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
〇
一
二
年
度

調
査
か
ら
日
本
語
学
習
の
目
的
と
し
て
複
数
回
答
可
で
挙
げ
ら
れ
た
上
位
五
位
を
見
て
み
る
と
、
順
に
「
日
本
語
そ
の
も
の
へ
の
興
味
」

（
六
二
．二
％
）、「
日
本
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」（
五
五
．五
％
）、「
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
・
Ｊ
―
Ｐ
Ｏ
Ｐ
等
が
好
き
」（
五
四
．〇
％
）、

「
歴
史
・
文
学
等
へ
の
関
心
」（
四
九
．七
％
）、「
将
来
の
就
職
」（
四
二
．三
％
）
と
な
る（
６
）。

　
「
日
本
語
そ
の
も
の
へ
の
興
味
」
と
「
日
本
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
回
答
に
つ
い
て
は
、
そ
の
選
択
理
由
を
そ
れ
以

上
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、こ
れ
ら
に
続
け
て
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
へ
の
関
心
、歴
史
・
文
学
へ
の
関
心
、職
業
選
択
に
有
利
と
い
っ

た
、
よ
り
具
体
的
な
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
近
年
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
へ
の
関
心
が
日
本
へ
の
関
心
を

牽
引
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
数
字
か
ら
も
確
認
で
き
る
が

―
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
そ
れ
が
「
日
本
的
だ
か
ら
」
好
ま
れ
て
い

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る

―
同
時
に
、
歴
史
や
文
学
に
対
す
る
関
心
も
か
な
り
高
く
、
ま
た
職
業
選

択
に
結
び
つ
く
と
い
う
理
由
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
よ
り
立
ち
入
っ
た
検
討
を
行
う
た
め
に
は
、
国
・
地
域
別
や
年
代
別
に
見
て
い
く
必

要
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
日
本
語
学
習
の
目
的
を
単
一
の
理
由
に
回
収
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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前
節
で
取
り
上
げ
た
学
習
者
数
の
統
計
は
自
習
者
を
含
ん
で
い
な
い
た
め
、
提
示
し
た
数
字
に
加
え
て
一
定
数
の
自
習
者
の
存
在
が
想

定
さ
れ
る
。
更
に
い
え
ば
、
あ
る
文
化
に
関
心
を
持
つ
も
の
が
、
必
ず
し
も
そ
の
文
化
に
お
い
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
言
語
の
習
得
を

目
指
す
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
日
本
語
学
習
者
や
自
習
者
の
周
辺
に
、
更
に
広
い
意
味
で
〈
日
本
文
化
〉
に
関

心
を
持
つ
人
々
が
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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そ
う
し
た
人
々
に
対
し
て
、
博
物
館
や
美
術
館
に
お
け
る
日
本
関
連
の
展
示
は
一
つ
の
〈
日
本
文
化
〉
の
入
り
口
に
な
る
。
例
え
ば
、

大
英
博
物
館
は
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
二
〇
件
以
上
の
日
本
関
連
展
示
を
行
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
二
〇
〇
九
年
の
「
土
偶
の
力 

T
he Pow

er of D
ogu: Ceram

ic figures from
 ancient Japan

」
や
二
〇
一
三
年
の
「
春
画 Shunga: sex and pleasure in 

Japanese art
」、
あ
る
い
は
二
〇
一
七
年
の
「
北
斎 H

okusai: beyond the Great W
ave

」
と
い
っ
た
よ
う
に
多
岐
に
渡
る
内
容
が

含
ま
れ
て
い
る
。
同
様
に
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
で
も
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
四
〇
件
弱
の
日
本
関
連
展
示
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。

　

更
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
ま
た
〈
日
本
文
化
〉
の
入
り
口
の
役
目
を
果
た
し
て
お
り
、
後
段
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
の
情
報
発

信
の
必
要
性
を
述
べ
る
が
、
現
状
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
「
入
り
口
」
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
「
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ナ
」
と
い
う
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
あ
る（
７
）。
こ
れ
は
主
と
し
て
欧
州
連
合
内
で
作
成
さ
れ
た
諸
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
統
合
的
・
横
断
的
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
あ
り
、
対
象
と
な
る
諸
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
絵
画
、

書
籍
、
動
画
、
音
声
な
ど
多
岐
に
渡
る
デ
ー
タ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
に
二
〇
〇
万
件
程
の
デ
ー
タ
を
対
象
と
し
て
公
開
開
始

さ
れ
た
が
、
二
〇
一
七
年
に
は
五
千
万
件
超
の
デ
ー
タ
を
検
索
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ナ
に
お
け
る
年
間
検
索
語
の
上
位
二
〇
位
が
、
二
〇
一
三
年
か
ら
公
式
の
ブ
ロ
グ
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、

“Japan

”
は
二
〇
一
三
年
に
四
位
、二
〇
一
四
年
に
二
〇
位
に
入
っ
て
い
る
。二
〇
一
五
年
に
は
圏
外
に
な
り
、二
〇
一
六
年
に
も
“Japan

”

は
な
い
が
、
こ
の
年
は
“Hokusai

”
が
六
位
に
入
っ
て
お
り
、
二
〇
一
七
年
に
は
“Japan

”
が
再
び
三
位
に
入
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
リ
ス
ト
で
は
、
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
が
、
ど
う
い
っ
た
理
由
で
“Japan

”
を
検
索
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い

な
い
が
、
少
な
く
と
も
“Japan

”
に
関
連
す
る
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
能
動
的
に
探
そ
う
と
す
る
人
が
、
一
定
以
上
の
数
、
継
続

的
に
存
在
し
て
い
る
、と
い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。こ
の
意
味
で
、ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
は
別
と
し
て
、ひ
と
ま
ず
“Japan

”

に
対
す
る
何
ら
か
の
関
心
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。
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し
か
し
同
時
に
、
検
索
さ
れ
て
い
る
語
は
“Japan

”
で
あ
っ
て
「
日
本
」
で
は
な
い
。
こ
こ
に
ま
ず
言
語
の
問
題
が
あ
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、五
年
間
の
リ
ス
ト
中
、日
本
の
文
化
に
関
す
る
固
有
名
詞
と
し
て
は
“Hokusai

”
が
一
回
登
場
す
る
の
み
で
あ
る
。
“Japan

”

を
検
索
し
た
人
び
と
の
中
に
は
、
“Japan

”
に
対
す
る
関
心
は
持
っ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
具
体
的
な
モ
ノ
や
人
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
程
知
識
が
な
い
と
い
う
人
び
と
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
ま
た
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
そ
こ
に
は
知
識
の
問
題
も
あ

る
こ
と
に
な
る
。
言
語
や
知
識
の
問
題
を
解
決
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
逆
に
い
う
な
ら

ば
こ
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
“Japan

”
に
対
す
る
関
心
も
、
ま
た
〈
日
本
文
化
〉
に
対
す
る
関
心
の
一
つ
の
あ
り
方
で
あ
り
、
む
し
ろ

そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
応
え
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

現
状
で
、
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ナ
で
“Japan

”
と
検
索
し
た
場
合
の
ヒ
ッ
ト
件
数
が
六
万
件
弱
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で
同
様
に
デ
ジ

タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
目
指
し
て
い
る
「
国
立
国
会
図
書
館
サ
ー
チ
」（N

D
L Search

）
で
「
日
本
」
を
検
索
し
た

場
合
の
ヒ
ッ
ト
件
数
は
一
千
万
件
を
越
し
て
い
る
。
後
者
は
書
誌
情
報
な
ど
も
含
む
た
め
に
同
列
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ

で
も
後
者
の
方
が
よ
り
充
実
し
た
検
索
結
果
を
提
供
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う（
８
）。 

　

し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ナ
で
“Japan

”
と
検
索
し
て
も
、
日
本
で
作
成
さ
れ
、
公
開
さ
れ
て
い
る
豊
富
な
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ

に
は
基
本
的
に
は
到
達
で
き
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
今
後
〈
日
本
文
化
〉
を
発
信
し
て
い
く
際
に
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
の
よ

う
に
埋
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ǽ
ǽ
̝
ᶫ
ᶭ
ஓ
ట
୫
ԇ
ᶮ
Ɂ
ᄉ
α

　

で
は
、
こ
う
し
た
〈
日
本
文
化
〉
に
対
す
る
多
様
な
興
味
関
心
に
対
し
て
、
日
本
側
か
ら
ど
の
よ
う
な
情
報
発
信
が
な
さ
れ
る
べ
き
な
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の
だ
ろ
う
か
。

　

デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
公
開
し
、
そ
れ
を
利
用
し
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
な
い

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
近
年
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
情
報
発
信
に
つ
い
て
、
次
の
三
点
の
よ
う
な
方
向
性
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
間
の
連
携
で
あ
る
。
画
像
や
動
画
な
ど
の
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
充
実
さ
せ
、
そ
れ
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

化
し
て
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
前
提
で
あ
る
が
、
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
単
体
と
し
て
完
結
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
を
横
断
的
に
検
索
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
全
て
の
デ
ー
タ
を
含
む
単
一
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
作
成
す
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
連
携
さ
せ
、
統
合
的
・
横
断
的
な
検
索
を
可
能
に
す
る
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
設
け

る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
巨
大
な
デ
ー
タ
群
に
ア
ク
セ
ス
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
前
出
の
「
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ナ
」
や
「
国
立
国
会
図

書
館
サ
ー
チ
」
は
そ
う
し
た
方
向
性
を
め
ざ
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
多
言
語
化
で
あ
る
。
理
論
上
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
情
報
に
は
原
則
と
し
て
誰
で
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る

こ
と
に
な
る
が
、
実
践
的
に
は
言
語
の
問
題
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
同
じ
コ
ン
テ
ン
ツ
を
あ
ら
ゆ
る
言
語
で
提
供
す
る
こ
と
は
、

理
想
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
現
実
的
で
は
な
い
。
可
能
な
限
り
多
言
語
化
を
推
進
し
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ナ
で
“Japan

”
が
検

索
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ひ
と
ま
ず
英
語
へ
の
対
応
、
少
な
く
と
も
ロ
ー
マ
字
表
記
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
三
に
、
よ
り
開
か
れ
た
形
で
の
公
開
、
端
的
に
は
無
償
で
の
公
開
、
か
つ
理
想
と
し
て
は
二
次
利
用
を
認
め
る
形
で
公
開
し
て
い
く

こ
と
で
あ
る
。
近
年
、
学
術
成
果
の
公
開
に
つ
い
て
は
「
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
、
無
償
か
つ
二
次
利
用
可
と
い

う
形
で
公
開
し
て
い
く
こ
と
が
推
進
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
学
術
成
果
の
公
開
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
デ
ジ
タ
ル
・

コ
ン
テ
ン
ツ
の
作
成
や
、
シ
ス
テ
ム
の
継
続
的
な
運
営
に
つ
い
て
は
資
金
的
な
裏
付
け
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、
他
方
で
著
作
権
の
問
題
も
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あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
発
信
に
つ
い
て
、
よ
り
開
か
れ
た
形
で
の
公
開
を
進
め
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
挙
げ
た
三
点
は
、
い
ず
れ
も
利
用
者
た
ち
、
と
り
わ
け
細
か
な
知
識
や
言
語
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
こ
ろ
の
、

必
ず
し
も
専
門
家
で
は
な
い
利
用
者
た
ち
に
と
っ
て
の
利
便
性
と
有
用
性
を
向
上
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

特
に
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
か
に
優
れ
た
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
作
成
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
た
と
し
て
も
、
も
し

そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
単
体
で
完
結
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
た
ど
り
着
い
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
そ
の
デ
ジ
タ
ル
・
コ

ン
テ
ン
ツ
を
使
っ
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
個
別
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
認
知
度
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
は
別
に
行

わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
認
知
度
を
高
め
る
方
が
よ
り
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
内
容
に
応
じ
て
適
切
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
選
択
し
て
そ
こ
に
ア
ク
セ
ス
す
る

―
そ
れ
自
体
あ
る
程
度
の
知
識
を
必
要
と
す
る
行
為
で
あ
る

―
の
で
は
な
く
、
ま
ず
ポ
ー
タ
ル

サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
す
れ
ば
良
い
と
い
う
状
況
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
特
に
非
専
門
家
で
あ
る
利
用
者
に
と
っ
て
益
が
大
き
い
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
そ
の
も
の
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
多
言
語
化
や
、
よ
り
開
か
れ
た

形
で
の
公
開
が
な
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
利
用
者
た
ち
の
ア
ク
セ
ス
を
促
進
す
る
だ
ろ
う
。

　

一
つ
の
例
と
し
て
、「
浮
世
絵
」
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
方
向
性
を
受
け
る
形
で
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
群
を
対
象
と
し
た
横
断
検
索
を

提
供
し
て
い
る
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
が
既
に
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
デ
ジ
タ
ル
人
文
学
の
推
進
拠
点
と
し
て
名
高
い
立
命
館
ア
ー
ト
リ

サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
（A

RC

）
は
、
自
ら
浮
世
絵
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
す
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
群
に
対
し
て
横
断

的
な
検
索
を
可
能
に
し
て
い
る
「
Ａ
Ｒ
Ｃ
浮
世
絵
ポ
ー
タ
ル
デ
ー
タ
ベ
ー
ス（
９
）」 

を
運
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
著
名
な
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
で
あ

る
ジ
ョ
ン
・
レ
シ
グ
氏
が
構
築
し
た
「
浮
世
絵
検
索
」
と
い
う
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
も
、
合
わ
せ
る
と
デ
ー
タ
件
数
の
総
数
が
二
二
万
件
を
超

す
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
群
を
対
象
と
し
た
横
断
検
索
を
提
供
し
て
い
る）

10
（

。 
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こ
れ
ら
の
二
つ
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
は
、
重
な
り
も
あ
り
な
が
ら
、
や
や
異
な
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
群
を
対
象
と
し
て
お
り
、
使
い
勝
手

に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
を
持
つ
が
、
い
ず
れ
も
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
間
の
連
携
を
実
際
に
可
能
に
し
て
、
利
用
者
に
と
っ
て
有
益
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
も
日
本
語
と
英
語
で
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
日
本
語
能
力
を
持
た
な
い
か
も

し
れ
な
い
利
用
者
に
も
開
か
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、こ
れ
に
関
し
て
、現
状
で
は
い
ず
れ
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
も
“Hokusai

”
と
「
北
斎
」
で
検
索
し
た
場
合
に
、後
者
の
ヒ
ッ

ト
件
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
が
同
じ
ヒ
ッ
ト
件
数
に
な
る
の
は
理
想
で
あ
る
と
し
て
も
実
際
に
は
困
難
だ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
両
者
の
差
を
な
る
べ
く
埋
め
る
方
向
で
コ
ン
テ
ン
ツ
の
作
成
を
し
て
い
く
こ
と
が
、
多
言
語
化
と
の
関
連
で
求
め
ら
れ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
側
の
問
題
で
は
な
く
、
横
断
検
索
に
含
ま
れ
る
個
別
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
者
に
投
げ

か
け
ら
れ
た
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
検
索
の
結
果
と
し
て
示
さ
れ
た
デ
ー
タ
が
、
ど
の
よ
う
に
公
開
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
も
、
基
本
的
に
は
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
は
な
く
、
個
別
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
側
の
問
題
と
な
る
。
こ
の
公
開
の
問
題
に
つ
い
て
、
次
節

で
検
討
す
る
。

ǽ
ǽ
ষ
ڨ
Ɂ
у
ᩒ

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
年
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
情
報
発
信
に
つ
い
て
、
よ
り
開
か
れ
た
形
で
公
開
し
て
い
く
と
い
う
潮
流
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

　

例
え
ば
、
大
英
博
物
館
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
は
、
著
作
権
の
保
護
期
間
が
終
了
し
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ
イ

ン
、
す
な
わ
ち
だ
れ
で
も
自
由
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
作
品
に
つ
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
こ
れ
ら
を
無
償
か
つ
二
次
利
用
可
と

い
う
形
で
公
開
す
る
事
業
を
進
め
て
い
る）

11
（

。 

日
本
の
博
物
館
で
も
、
東
京
国
立
博
物
館
は
、
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
・
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コ
ン
テ
ン
ツ
に
つ
い
て
、
一
定
の
条
件
下
で
無
償
利
用
す
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る）

12
（

。

　

こ
の
よ
う
な
傾
向
に
対
し
て
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
形
で
公
開
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
多
く
の
人
々
に
使
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
よ
り
広
く
知
っ
て
も
ら
う
と
い
う
考
え
方
や
、
営
利
目
的
で

は
な
い
利
用
、
と
り
わ
け
研
究
、
教
育
の
た
め
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
に
は
公
益
性
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
、
回
答
と
し
て
ま
ず
示
す

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

他
方
で
、
利
用
者
の
立
場
か
ら
考
え
て
、
仮
に
厳
格
な
手
続
き
の
下
で
利
用
が
承
認
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
と
、
そ
う
し
た

手
続
き
を
必
要
と
せ
ず
に
二
次
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
が
あ
っ
た
場
合
に
、
ど
ち
ら
が
よ
り
利
用
さ
れ
る
か

と
い
う
実
践
的
な
問
題
を
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
〈
日
本
文
化
〉
を
発
信
し
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
利
用
者
に
利
用
し
て
も
ら
う
と
い
う
視
点
が
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
よ
り
使
い
や
す
い
形
で
公
開
し
て
い
く
こ

と
も
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

二
〇
一
五
年
一
二
月
一
三
日
か
ら
一
四
日
に
か
け
て
、
國
學
院
大
學
博
物
館
は
、
平
成
二
七
年
度
文
化
庁
「
地
域
の
核
と
な
る
美
術
館
・

歴
史
博
物
館
支
援
事
業
」
の
一
環
と
し
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
博
物
館
の
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
と
日
本
文

化
研
究
」
を
開
催
し
た）

13
（

。
一
二
日
に
行
わ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
い
ず
れ
も
豊
富
な
日
本
関
連
資
料
を
所
蔵
し
、
高
い
研
究
レ
ベ

ル
で
知
ら
れ
て
い
る
海
外
の
博
物
館
か
ら
、
日
本
関
連
の
資
料
に
関
わ
っ
て
い
る
担
当
者
を
招
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
状
と
、
ま
た
日
本
側

か
ら
の
望
ま
し
い
情
報
発
信
の
あ
り
方
に
つ
い
て
発
題
し
て
も
ら
い
、
今
後
の
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
展
開
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た）

14
（

。
当
日
は
様
々
な
議
論
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
中
か
ら
二
つ
の
、
相
互
に
関
連
す
る
論
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
博
物
館
が
積
極
的
に
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
公
開
し
て
い
く
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
モ
ノ
を
実
際
に
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
に
博
物
館
の
強
み
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
逆
に
モ
ノ
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
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そ
、
そ
の
モ
ノ
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
公
開
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
モ
ノ
が
よ
り
利
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
第
二
に
、
ま
ず
モ
ノ
の
存
在
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
博
物
館
は
確
か
に

モ
ノ
を
所
蔵
し
て
い
る
が
、
そ
の
モ
ノ
を
見
に
来
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
そ
こ
に
モ
ノ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
わ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
実
際
の
モ
ノ
の
展
示
と
は
別
の
レ
ベ
ル
で
、
ま
ず
モ
ノ
の
存
在
を
広
く
知
ら
し
め
る
た

め
の
工
夫
が
必
要
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、こ
れ
は
従
来
か
ら
印
刷
物
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
延
長
で
あ
る
が
、

や
は
り
こ
こ
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
検
索
し
て
見
つ
け
て
も
ら
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
博
物
館
が
モ
ノ
を
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
公
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
モ
ノ
を
目
に
し
た
者
が
、
実
際
の
モ
ノ
を
見
る
た
め
に
博
物
館
を
訪
れ
る
と
い
う
回
路
が
開
か
れ
る
可
能
性
が

あ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
論
じ
ら
れ
た
。

ǽ
ǽ
း

Ⱥ
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こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
関
連
す
る
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
よ
り
開
か
れ
た
形
で
公
開
し
て
い
く
こ
と
が
、

多
様
な
〈
日
本
文
化
〉
に
対
す
る
関
心
に
応
え
る
一
つ
の
方
策
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
関
す
る
現
状
で
の
課
題
と
し
て
、
一
方
で
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
ま
だ
進
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
り
、
他
方
で
そ
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
公
開
に
つ
い
て
も
更
に
推
進
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
図
書
館
で
司
書
を
務
め
る
江
上
敏
哲
は
、
か
ね
て
よ
り
海
外
の
日
本
研
究
の
状
況
と
、
そ
の
研
究
の
た

め
の
基
盤
を
提
供
す
る
日
本
図
書
館
の
あ
り
方
に
つ
い
て
調
査
・
検
討
し
て
き
て
い
る
が
、
二
〇
一
六
年
に
日
本
か
ら
の
資
料
を
海
外
の
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日
本
図
書
館
や
そ
の
利
用
者
た
ち
に
届
け
る
際
の
課
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 
紙
媒
体
の
図
書
に
か
わ
り
容
易
か
つ
効
果
的
に
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
期
待
さ
れ
る
の
が
、
デ
ジ
タ
ル
化
・
オ
ン
ラ
イ
ン
化
さ
れ

た
資
料
・
情
報
で
す
。
し
か
し
そ
の
日
本
の
デ
ジ
タ
ル
資
料
が
不
足
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
と
い
う
現
状
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
海
外
の
日
本
研
究
者
・
司
書
と
話
を
す
る
度
に
異
口
同
音
に
上
が
る
、
深
刻
な
問
題
で
す）

15
（

。  

　
〈
日
本
文
化
〉
の
発
信
に
、「
海
外
の
日
本
研
究
者
・
司
書
」
と
の
連
携
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
こ
で
指
摘

さ
れ
て
い
る
の
は
「
デ
ジ
タ
ル
化
・
オ
ン
ラ
イ
ン
化
さ
れ
た
資
料
・
情
報
」
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
と
い
う
日
本
側
か
ら
の
情
報
発

信
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
江
上
は
既
に
二
〇
一
二
年
に
、
そ
の
著
作
で
あ
る
『
本
棚
の
中
の
ニ
ッ
ポ
ン）

16
（

』 

に
お
い
て
こ
う
し
た
問
題
を

指
摘
し
て
い
た
が
、
二
〇
一
六
年
段
階
で
も
状
況
が
改
善
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
現
状
と
関
連
し
て
、
あ
る
提
案
が
出
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
か
ら
二
〇
一
六
年
に
か
け
て
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
を

中
心
と
し
て
「
海
外
日
本
美
術
資
料
専
門
家
（
司
書
）
の
招
へ
い
・
研
修
・
交
流
事
業
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は

海
外
か
ら
の
べ
三
〇
名
程
の
日
本
美
術
資
料
の
専
門
家
を
日
本
に
呼
び
、
研
修
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、

同
事
業
の
実
行
委
員
会
は
「
日
本
美
術
の
資
料
に
関
わ
る
情
報
発
信
力
の
向
上
の
た
め
の
課
題
解
決
に
つ
い
て
の
提
案
」
を
二
〇
一
七
年

度
末
に
公
開
し
て
い
る）

17
（

。

　

こ
の
提
案
は
か
な
り
直
截
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
最
初
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
で
情
報
発
信
を
行
う
側
に
い
る
人
々
が
、
海

外
に
お
い
て
日
本
美
術
や
あ
る
い
は
よ
り
広
く
日
本
文
化
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
人
々
を
、
情
報
発
信
の
対
象
、
あ
る
い
は
そ
の
発
信
さ

れ
た
情
報
を
利
用
す
る
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
る
と
し
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

18
（

。
こ
れ
は
逆
に
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
現
状
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に
お
い
て
、
そ
う
し
た
認
識
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
と
い
う
状
況
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
提
案
の
背
景
に
は
、
そ

う
し
た
人
々
に
対
し
て
日
本
側
か
ら
十
分
に
情
報
発
信
が
な
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
危
機
感
が
あ
る
。
提
案

で
は
よ
り
は
っ
き
り
と
「
海
外
の
ユ
ー
ザ
が
日
本
か
ら
離
れ
つ
つ
あ
る
現
状
を
認
識
す
る
こ
と
」
の
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る）

19
（

。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
提
供
さ
れ
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
資
料
だ
け
で
全
て
の
研
究
が
で
き
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
供
さ
れ
て
い
る
〈
日
本
文
化
〉
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
と
、
他
の
諸
〈
文
化
〉

に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
が
、
利
用
者
に
と
っ
て
同
一
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
代
的
な
状
況
に
つ
い
て
は
認
識

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
よ
り
容
易
に
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
資
料
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
〈
文
化
Ａ
〉
と
、
そ
れ
が
よ
り
困
難
で

あ
る
〈
文
化
Ｂ
〉
を
比
較
し
た
場
合
に
、
ど
ち
ら
が
よ
り
多
く
の
研
究
者
や
利
用
者
を
引
き
つ
け
る
だ
ろ
う
か
。
提
案
は
「
東
ア
ジ
ア
を

は
じ
め
と
す
る
他
国
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
形
成
が
旺
盛
な
勢
い
で
進
め
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
と
合
わ
せ
て
、「
日
本
の
デ
ジ
タ
ル

リ
ソ
ー
ス
不
足
が
日
本
研
究
忌
避
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
提
案
は
、
直

接
的
に
は
日
本
美
術
と
い
う
分
野
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
海
外
の
日
本
研
究
一
般
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
、
更
に

い
え
ば
多
様
な
〈
日
本
文
化
〉
に
対
す
る
興
味
関
心
に
ど
の
よ
う
に
応
え
て
い
く
か
と
い
う
課
題
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
発
信
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、〈
日
本
文
化
〉
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
人
々
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ま
た
、

日
本
か
ら
一
方
通
行
的
に
「
日
本
文
化
」
を
発
信
す
る
こ
と
に
、
あ
る
種
の
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
確
か
に
、
日
本
に
い
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よ
う
と
海
外
に
い
よ
う
と
専
門
家
は
日
本
語
の
資
料
で
も
読
む
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
専
門
家
が
日
本
の
こ
と

を
教
え
る
際
に
日
本
語
の
資
料
を
使
え
る
だ
ろ
う
か
。
仮
に
そ
の
専
門
家
を
、
海
外
の
大
学
に
勤
め
る
教
員
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
大
学

で
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
の
授
業
を
担
当
す
る
際
に
、
ど
こ
ま
で
日
本
語
の
資
料
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
既
に
見
た
よ
う
に
日
本
語
学
習
者
が
一
定
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
必

ず
し
も
日
本
語
能
力
を
持
た
な
い
け
れ
ど
も
、
何
ら
か
の
形
で
少
し
〈
日
本
文
化
〉
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
人
た
ち
で
あ
る
。
そ

う
し
た
人
た
ち
に
対
し
て
、
日
本
側
か
ら
の
情
報
発
信
と
し
て
、
何
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。〈
日
本
文
化
〉
に
関
心
を
持

つ
人
た
ち
の
母
数
を
増
や
し
て
い
く

―
少
な
く
と
も
減
ら
さ
な
い

―
た
め
に
は
、
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
海
外
の
利
用
者
の
視

点
を
取
り
入
れ
て
、
多
様
な
形
で
日
本
側
か
ら
情
報
を
発
信
し
て
い
く
こ
と
を
、
自
覚
的
に
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
文
化
研
究
所
は
一
九
五
五
年
の
創
立
以
来
、
国
際
的
な
情
報
発
信
を
心
が
け
て
き
た）

20
（

。
そ
の
延
長
に
お

い
て
、
二
〇
一
七
年
に
一
〇
周
年
を
迎
え
た
研
究
開
発
推
進
機
構
も
、
一
方
で
は
研
究
成
果
の
蓄
積
に
基
づ
い
た
信
頼
性
の
高
い
情
報
を

国
際
的
に
発
信
す
る
こ
と
を
試
み
て
き
て
お
り）

21
（

、
他
方
で
海
外
の
研
究
者
・
研
究
機
関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
研
究
交
流
を
推

進
し
て
き
た）

22
（

。
こ
れ
は
、
今
後
も
質
を
高
め
な
が
ら
継
続
さ
れ
て
い
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
こ
の
国
際
的
な
情
報

発
信
を
特
別
な
も
の
と
し
て
切
り
分
け
て
行
う
の
で
は
な
い
�

�

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
研
究
成
果
を
、
教
育
へ
の
活
用
を
も
含
め
て
広
く
発

信
し
、
そ
こ
か
ら
ま
た
研
究
へ
の
示
唆
を
得
る
と
い
う
基
本
的
な
サ
イ
ク
ル
が
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
サ
イ
ク
ル
に
国
際
的

な
発
信
と
そ
こ
か
ら
の
還
元
も�

組
み
込
む
こ
と
を
今
後
更
に
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

本
稿
の
趣
旨
を
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
日
本
国
外
に
お
い
て
〈
日
本
文
化
〉
に
対
す
る
興
味
関
心
が
多
様
な
形
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、そ
う
し
た
興
味
関
心
に
応
え
る
形
で
情
報
を
発
信
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
問
題
提
起
し
、

こ
れ
に
対
し
て
例
え
ば
検
索
の
便
の
向
上
や
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
化
な
ど
利
用
者
に
使
い
や
す
い
形
で
発
信
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
の
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で
は
な
い
か
と
論
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
本
稿
は
、
主
に
国
際
的
な
発
信
と
い
う
視
点
か
ら
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
利
用
者
が

よ
り
利
用
し
や
す
い
よ
う
に
情
報
発
信
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
日
本
の
利
用
者
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
る
こ
と
を
、
最
後

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
重
要
な
こ
と
と
し
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　
　

ᜲ

　
（
1 

）
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
、
井
上
順
孝
責
任
編
集
『〈
日
本
文
化
〉
は
ど
こ
に
あ
る
か
』
春
秋
社
、
二
〇
一
六
年
。
な
お
、

同
著
は
二
〇
一
五
年
に
日
本
文
化
研
究
所
の
設
立
六
〇
周
年
を
記
念
し
て
行
わ
れ
た
公
開
学
術
講
演
会
・
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
2 

）
そ
の
よ
う
な
往
還
の
一
局
面
に
つ
い
て
、
山
田
奨
治
『
禅
と
い
う
名
の
日
本
丸
』、
二
〇
〇
五
年
、
参
照
。

　
（
3 

）
ア
ン
・
ア
リ
ス
ン
著
、実
川
元
子
訳
『
菊
と
ポ
ケ
モ
ン
―
―
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
日
本
の
文
化
力
』
新
潮
社
、二
〇
一
〇
年
（A

nne 

A
llison, M

illennial M
onsters: Japanese Toys and the G

lobal Im
agination, U

niversity of California Press, 2006

）。

な
お
、原
著
と
訳
書
の
題
名
の
変
更
に
つ
い
て
も
、日
本
に
お
け
る「
日
本
文
化
」の
語
ら
れ
方
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
4 

）
な
お
、
こ
の
調
査
で
対
象
と
さ
れ
て
い
る
「
日
本
語
教
育
」
と
は
、
初
等
教
育
・
中
等
教
育
・
高
等
教
育
の
区
別
を
問
わ
ず
、

学
校
な
ど
の
教
育
機
関
に
お
い
て
提
供
さ
れ
て
い
る
日
本
語
の
正
規
教
育
を
指
し
て
お
り
、
日
本
語
の
自
習
者
の
数
な
ど
は
含
ま

れ
て
い
な
い
。

　
（
5 

）https://w
w
w
.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/survey15.htm

l

　
（
6 

）
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
編
『
海
外
の
日
本
語
教
育
の
現
状
―
―
二
〇
一
二
年
度
日
本
語
教
育
機
関
調
査
よ
り
』
く
ろ
し
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お
出
版
、
二
〇
一
三
年
。

　
（
7 

）https://w
w
w
.europeana.eu/portal/

　
（
8 
）
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ナ
で
“Japan

”
を
検
索
し
た
場
合
の
ヒ
ッ
ト
件
数
は
五
九
、六
一
二
件
（
ア
ク
セ
ス
：2018/1/21

）
で
あ
る
（
な

お
、「
日
本
」
で
は
三
四
、七
〇
〇
件
ヒ
ッ
ト
す
る
）。「
国
立
国
会
図
書
館
サ
ー
チ
」（N

D
L Search

） http://iss.ndl.go.jp/

で 
「
日
本
」
を
検
索
し
た
場
合
の
ヒ
ッ
ト
件
数
は
一
〇
、〇
一
七
、九
〇
三
件
（
ア
ク
セ
ス
：2018/1/21

）
で
あ
る
。

　
（
9 

）http://w
w
w
.dh-jac.net/db/nishikie/search_portal.php

　
（
10 

）https://ja.ukiyo-e.org/ 

同
サ
イ
ト
は
、
二
八
の
機
関
や
組
織
（
博
物
館
・
大
学
・
図
書
館
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
・

デ
ィ
ー
ラ
ー
）に
収
録
さ
れ
て
い
る
二
二
三
、一
二
八
件
の
浮
世
絵
を
対
象
に
横
断
検
索
を
可
能
に
し
た
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
あ
り
、

画
像
検
索
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
11 

）
大
英
博
物
館
は
、
二
〇
一
三
年
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ
イ
ン
と
な
っ
た
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
をFlickr

上
で
公
開
す
る
旨

告
知
し
（http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-m

illion-first-steps.htm
l

）、
こ
れ
を
公

開
し
て
い
る
（https://w

w
w
.flickr.com

/photos/britishlibrary

）。
な
お
、
大
英
博
物
館
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
資
料
の
多
く
は
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
コ
モ
ン
ズ
・
ラ
イ
セ
ン
ス
の
「
表
示
―
非
営
利
―
継
承
」
で
公
開
さ

れ
て
い
る
（http://w

w
w
.britishm

useum
.org/research/collection_online/search.aspx

）。

　

 　

 　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（https://w

w
w
.m

etm
useum

.org/art/

collection

）
で
は
、
全
デ
ー
タ
四
五
二
、〇
〇
二
件
中
、
二
一
四
、八
三
八
件
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ
イ
ン
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い

る
（
ア
ク
セ
ス
：2018/2/6

）。

　
（
12 

）
東
京
国
立
博
物
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
「
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
利
用
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.tnm

.jp/m
odules/
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r_free_page/index.php?id=1841

）
に
お
い
て
、「
非
商
業
目
的
で
下
記
の
「
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
無
償
利
用
条
件
」（
以
下

「
本
条
件
」
と
い
う
）
を
満
た
す
ご
利
用
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
手
続
き
を
経
る
こ
と
な
く
無
償
で
複
製
、
加
工
、
出
版
物
や
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
」（「
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
無
償
利
用
条
件
」
は
省
略
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
（
13 

）
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
博
物
館
の
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
と
日
本
文
化
研
究
」
報
告
書
、参
照
（http://

m
useum

.kokugakuin.ac.jp/files/user/sym
posium

2015report.pdf

）。

　
（
14 

）「
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
海
外
で
日
本
関
連
の
資
料
を
展
示
、
研
究
し
て
い
る
博
物
館
か
ら
担
当
の
学
芸
員
を
招
き
、
そ

れ
ぞ
れ
の
博
物
館
の
現
状
を
報
告
し
、日
本
の
博
物
館
に
ど
の
よ
う
な
情
報
発
信
を
求
め
る
か
を
発
題
し
て
い
た
だ
く
。そ
の
上
で
、

日
本
側
の
パ
ネ
リ
ス
ト
た
ち
と
討
議
を
行
い
、
情
報
化
時
代
と
い
わ
れ
る
現
代
の
状
況
に
も
と
め
ら
れ
る
博
物
館
の
国
際
的
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
を
展
望
す
る
」
前
掲
報
告
書
、
二
頁
。
な
お
、
当
日
登
壇
し
た
の
は
マ
テ
ィ
・
フ
ォ
ラ
ー
氏
（
ラ
イ
デ
ン
国

立
民
族
学
博
物
館
、
オ
ラ
ン
ダ
）、
サ
イ
モ
ン
・
ケ
イ
ナ
ー
氏
（
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
日
本
芸
術
研
究
所
、
イ
ギ
リ
ス
）、
ミ
シ
ェ
ル
・

モ
キ
ュ
エ
ー
ル
氏
（
ギ
メ
美
術
館
、
フ
ラ
ン
ス
）、
ア
ン
・
ニ
シ
ム
ラ
・
モ
ー
ス
氏
（
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
、
ア
メ
リ
カ
）、
ア
レ
ク

サ
ン
ダ
ー
・
シ
ニ
ー
ツ
ィ
ン
氏
（
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
記
念　

人
類
学
・
民
族
学
博
物
館
﹇
ク
ン
ス
ト
カ
メ
ラ
﹈、ロ
シ
ア
）
で
あ
っ
た
。

　
（
15 

）
江
上
敏
哲
「「
海
外
の
ユ
ー
ザ
に
日
本
資
料
・
情
報
を
届
け
る
」
と
い
う
こ
と
（
特
集 

海
外
に
お
け
る
日
本
研
究
へ
の
支
援
と

図
書
館
）」『
国
立
国
会
図
書
館
月
報
』
六
六
四
／
六
六
五
、二
〇
一
六
年
八
月
、
参
照
。

　
（
16 

）
江
上
敏
哲
『
本
棚
の
中
の
ニ
ッ
ポ
ン
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
。
な
お
、
同
書
は
江
上
氏
と
笠
間
書
院
の
協
議
を
経
て
、
全

文
が
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
化
さ
れ
て
い
る
（cf. http://kasam

ashoin.jp/2012/04/post_2268.htm
l

）。

　
（
17 

）http://w
w
w
.m

om
at.go.jp/am

/w
p-content/uploads/sites/3/2017/04/J2016_520.pdf

　
（
18 

）
提
言
の
１
は
「
海
外
の
ユ
ー
ザ
に
つ
い
て
」
で
あ
り
、
1.1
で
「
海
外
の
ユ
ー
ザ
の
こ
と
も
対
象
者
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
」
が
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挙
げ
ら
れ
、例
え
ば
「
専
門
の
研
究
者
だ
け
で
な
く
、日
本
文
化
に
興
味
を
持
つ
一
般
の
ユ
ー
ザ
や
、日
本
が
専
門
で
は
な
い
司
書
・

資
料
専
門
家
・
研
究
者
等
も
、
日
本
美
術
資
料
の
ユ
ー
ザ
と
し
て
認
識
し
て
ほ
し
い
」
と
い
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
（
19 
）
提
言
の
1.2
と
し
て
「
海
外
の
ユ
ー
ザ
が
日
本
か
ら
離
れ
つ
つ
あ
る
現
状
を
認
識
す
る
こ
と
」
が
指
摘
さ
れ
、
以
下
の
項
目
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

 　

・
日
本
美
術
資
料
の
た
め
に
、
英
語
等
が
整
備
さ
れ
た
海
外
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
使
う
ユ
ー
ザ
が
多
い
。

　
　

 　

・ 

日
本
の
デ
ジ
タ
ル
リ
ソ
ー
ス
不
足
が
日
本
研
究
忌
避
を
も
た
ら
す
こ
と
、東
ア
ジ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
他
国
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

カ
イ
ブ
の
形
成
が
旺
盛
な
勢
い
で
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
認
識
し
て
ほ
し
い
。

　
　

 　

・
特
に
若
い
世
代
は
デ
ジ
タ
ル
で
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
と
離
れ
て
し
ま
う
。

　
（
20 

）
そ
の
概
要
に
つ
い
て
は
本
誌
収
録
の
井
上
順
孝
「〈
日
本
文
化
〉
を
誰
に
伝
え
る
か
」
の
「
は
じ
め
に
」
を
参
照
。

　
（
21 

）
そ
の
一
端
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
國
學
院
大
學
デ
ジ
タ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム http://k-am

c.kokugakuin.ac.jp/D
M

/ 

や
國

學
院
大
學
博
物
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト http://m

useum
.kokugakuin.ac.jp/ 

ま
た
古
事
記
学
セ
ン
タ
ー
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト http://

kojiki.kokugakuin.ac.jp/

な
ど
を
参
照
。

　
（
22 

）
例
え
ば
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
日
本
研
究
所
や
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
日
本
藝
術
研
究
所
な
ど
と
研
究
協
力
関
係
を
築
い

て
き
て
い
る
。


