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移
ろ
い
を
知
覚
す
る
、
場
所 

尺
戸
智
佳
子 

  

「
あ
る
・
な
い 

‐
は
じ
め
に
」
の
展
示
空
間
に
一
歩
踏
み
込
む
と
、
３
つ
の
曇
り

ガ
ラ
ス
の
窓
か
ら
ぼ
ん
や
り
と
柔
ら
か
く
差
し
込
ん
だ
光
が
美
し
か
っ
た
。
展
示
室
中

央
か
ら
奥
の
窓
側
に
か
け
て
、
白
い
化
繊
の
紗
で
型
取
ら
れ
た
半
透
明
の
４
本
の
円
柱

が
、
一
辺
６
メ
ー
ト
ル
程
度
の
四
角
形
の
頂
点
に
配
さ
れ
、
天
井
か
ら
床
上
１
０
セ
ン

チ
程
度
ま
で
、
そ
の
光
を
映
し
な
が
ら
す
っ
く
と
佇
ん
で
い
た
。
そ
の
周
り
を
ゆ
っ
く

り
と
歩
き
な
が
ら
ま
た
、
窓
、
カ
ー
テ
ン
、
床
の
色
、
壁
、
天
井
と
い
う
物
質
と
と
も

に
中
央
付
近
の
空
間
を
し
み
じ
み
と
眺
め
返
し
て
い
た
。 

 

哲
学
者
の
西
田
幾
多
郎
が
、
認
識
や
も
の
の
存
在
の
原
理
を
追
求
し
た
論
文
「
場
所
」

を
集
録
し
た
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
序
文
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

た
言
葉
は
、
作
家
の
関
心
を
知
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。 

 

 

形
相
を
有
と
な
し
形
成
を
善
と
な
す
泰
西
文
化
の
絢
爛

け
ん
ら
ん

た
る
発
展
に
は
、
尚

と
う
と

ぶ

べ
き
も
の
、
学
ぶ
べ
き
も
の
許
多

あ

ま

た

な
る
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
幾
千
年
来
我
ら

の
祖
先
を
孚

は
ぐ
く

み
来き

た

っ
た
東
洋
文
化
の
根
底
に
は
、
形
な
き
も
の
の
形
を
見
、
声
な

き
も
の
の
声
を
聞
く
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
潜
ん
で
居
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

我
々
の
心
は
此か

く

の
如
き
も
の
を
求
め
て
巳や

ま
な
い
、
私
は
か
ゝ
る
要
求
に
哲
学
的

根
拠
を
与
え
て
見
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
るi

。 
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麻
生
祥
子
は
「
存
在
」
に
つ
い
て
問
い
続
け
て
き
た
。
身
体
を
基
軸
に
感
知
し
、
思

考
し
、
そ
れ
を
布
や
泡
と
い
う
物
質
を
媒
介
と
し
て
、
空
間
あ
る
い
は
環
境
の
中
に
置

き
直
す
こ
と
で
表
現
し
て
き
た
。
も
の
の
移
ろ
い
や
、
不
確
か
な
も
の
、
見
え
ず
と
も

確
か
に
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
、
可
視
化
し
、
意
識
化
し
て
い
く

手
法
は
、
非
常
に
繊
細
で
、
儚
く
、
一
瞬
で
、
移
り
ゆ
く
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
含
ん

で
い
る
。
作
品
は
、
そ
の
周
り
に
生
じ
て
い
る
風
や
光
、
あ
る
い
は
気
配
の
よ
う
な
も

の
を
纏
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。 

 
 

 

本
稿
で
は
、
移
ろ
い
を
知
覚
す
る
場
所
と
い
う
観
点
か
ら
麻
生
の
作
品
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
と
思
う
。「
移
ろ
い
」
や
「
場
」
と
い
う
要
素
は
、
最
初
期
の
作
品
《f

o
r
 

s
k
y

》（2
0
0
3

）
に
す
で
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
空
を
眺
め
る
た
め
、
森
の
中
に

青
い
布
の
空
間
を
設
置
し
、
周
囲
の
環
境
を
感
じ
な
が
ら
過
ご
す
場
を
作
り
出
す
こ
と

で
、
移
ろ
う
空
の
景
色
に
鑑
賞
者
の
関
心
を
導
い
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

《f
o
a
m

》（2
0
0
7
−
2
0
0
8

）
は
、
ポ
ン
プ
で
吸
い
上
げ
ら
れ
生
成
さ
れ
た
泡
が
重
力
に
よ

り
ゆ
っ
く
り
と
形
を
変
え
な
が
ら
床
に
落
ち
消
滅
し
液
体
と
な
り
ま
た
循
環
す
る
。
作

家
は
こ
の
頃
か
ら
「
あ
る
と
な
い
の
間
に
存
在
す
る
も
の
を
見
た
いii

。
」
と
い
う
よ
う

に
、
そ
の
不
確
か
な
存
在
は
、
泡
の
中
の
空
気
が
弾
け
液
体
と
な
り
変
化
す
る
刹
那
、

移
り
ゆ
く
そ
の
絶
え
間
な
い
運
動
と
し
て
提
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
《s

t
i
l
l
 l
i
f
e
s
 i
n
 

m
y
 h
o
m
e

》
（2

0
1
2

）
に
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
で
「
も
の
」
は
「
移
ろ
う
」
と
い
う
観
点

が
よ
り
明
確
に
表
れ
た
。
白
い
寒
冷
紗
で
形
作
ら
れ
た
、
靴
、
鞄
、
ラ
ン
プ
シ
ェ
ー
ド

等
が
空
間
に
浮
遊
し
て
い
る
。
作
家
の
母
や
祖
母
が
昔
使
用
し
て
い
た
品
々
だ
。
軽
や

か
で
、
淡
い
、
も
の
の
表
層
だ
け
を
な
ぞ
っ
た
空
っ
ぽ
の
オ
ブ
ジ
ェ
、
そ
れ
は
「
実
物

の
物
が
空
間
に
占
め
て
い
た
空
気
の
量iii

」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
た
。
京
都
の
ア
ー
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ト
ス
ペ
ー
ス
虹
で
発
表
さ
れ
た
当
初
は
、
長
方
形
に
窪
ん
だ
足
元
の
床
に
、
空
気
を
含

み
膨
ら
ん
だ
泡
が
隆
起
し
緩
や
か
に
変
動
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
移
ろ
い
は
、
布
の

オ
ブ
ジ
ェ
の
内
側
と
外
側
を
行
き
来
す
る
空
気
の
流
動
性
を
も
感
じ
さ
せ
、
本
体
を
失

い
つ
つ
も
残
る
記
憶
や
気
配
の
よ
う
な
も
の
を
可
視
化
し
、
あ
る
こ
と
と
な
い
こ
と
の

真
意
を
問
い
か
け
る
。 

 

そ
こ
か
ら
、
布
で
造
形
す
る
手
法
は
、
特
定
の
空
間
に
於
い
て
あ
る
も
の
と
寄
り
添

う
こ
と
で
、
さ
ら
に
展
開
を
見
せ
た
。
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭

2
0
1
3

に
お
い
て
香
川
県

の
粟
島
で
発
表
さ
れ
た
《
凪
に
漕
ぎ
出
す
》
（2

0
1
3

）
は
、
外
洋
船
の
船
員
を
養
成
す

る
目
的
で
開
校
し
た
粟
島
海
員
学
校
の
歴
史
を
参
照
し
た
作
品
で
あ
る
。
小
船
が
天
井

か
ら
幾
つ
も
吊
る
さ
れ
、
一
つ
の
大
き
な
船
を
形
作
る
。
近
く
を
通
り
過
ぎ
た
だ
け
で

も
ふ
わ
り
と
揺
れ
る
と
い
う
静
か
な
動
作
と
、
建
物
の
す
ぐ
外
に
あ
る
海
へ
と
向
か
い

漕
ぎ
出
し
て
い
く
様
子
が
、
旅
立
っ
た
船
員
た
ち
の
鼓
動
や
時
の
移
ろ
い
を
も
想
像
さ

せ
る
。
同
じ
く
、《
白
鷺
の
気
配
》（2

0
1
6

年
）
は
、
バ
ー
や
喫
茶
が
併
設
さ
れ
た
ギ
ャ

ラ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
で
発
表
さ
れ
た
。
暗
が
り
の
空
間
に
、
電
球
が
浮
遊
し
、
コ
ッ
プ
が

配
さ
れ
る
。
奥
に
は
、
隠
さ
れ
る
よ
う
に
鎖
が
静
か
に
天
井
か
ら
下
が
る
。
様
々
な
要

素
が
削
ぎ
落
と
さ
れ
、
意
識
が
凝
縮
さ
れ
て
い
く
。
空
の
物
体
と
し
て
布
に
包
ま
れ
た

も
の
の
気
配
と
、
今
こ
こ
で
空
間
を
過
ご
す
人
々
の
気
配
が
重
な
り
一
つ
に
な
っ
て
い

く
よ
う
だ
。
ま
た
、
中
国
の
成
都
と
い
う
大
都
市
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
そ
こ
に
生
き
る

様
々
な
人
々
に
焦
点
を
当
て
、
中
国
で
は
誰
も
が
見
知
っ
て
い
る
典
型
的
な
ガ
ラ
ス
コ

ッ
プ
と
水
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
集
約
さ
せ
た
の
は
《
水
紋
》
（2

0
1
9

年
）
で
あ
る
。
開

発
に
よ
り
移
り
変
わ
る
風
景
の
繰
り
返
し
と
未
来
へ
の
道
筋
が
、
一
列
に
並
べ
ら
れ
た

幾
つ
も
の
コ
ッ
プ
の
連
な
り
に
感
じ
ら
れ
る
。
コ
ッ
プ
は
下
か
らL

E
D

の
ラ
イ
ト
の
光

に
照
ら
さ
れ
、
質
量
の
な
い
水
の
像
が
様
々
に
浮
か
び
上
が
り
、
実
体
の
不
確
か
な
危

う
さ
と
美
し
さ
を
備
え
て
い
る
。 
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自
然
現
象
と
物
質
（
布
）
を
呼
応
さ
せ
空
間
に
現
象
を
加
え
る
こ
と
で
、
物
質
と
現

象
の
双
方
に
、
場
所
に
於
い
て
あ
る
何
か
を
映
す
よ
う
な
展
開
と
し
て
鮮
や
か
で
あ
っ

た
の
は
、
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭2

0
1
6

で
発
表
さ
れ
た
《
海
に
の
っ
て
、
つ
な
が
っ
て
》

（2
0
1
6

）
で
あ
ろ
う
。
先
の
栗
島
の
海
員
学
校
の
建
物
を
用
い
た
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ

ン
作
品
だ
。
ガ
ラ
ス
窓
が
多
く
開
放
的
な
建
物
の
一
面
は
海
に
面
し
て
い
る
。
そ
の
室

内
の
床
と
水
平
に
青
い
布
を
貼
り
巡
ら
せ
た
作
品
で
あ
る
。
風
が
鑑
賞
者
と
そ
の
布
の

上
を
気
持
ち
良
く
通
り
海
へ
と
抜
け
て
い
く
。
そ
し
て
布
に
伝
わ
る
波
動
は
、
建
物
の

歴
史
と
環
境
に
呼
応
し
な
が
ら
、
知
覚
と
想
像
力
を
刺
激
す
る
。
同
じ
く
、
金
沢
の
禅

寺
、
宝
円
寺
に
て
風
土
と
時
間
を
表
現
し
た
作
品
が
あ
る
。
か
つ
て
金
沢
が
空
か
ら
謡

が
降
る
町
と
い
わ
れ
た
こ
と
に
由
来
し
た
タ
イ
ト
ル
《
風
の
謡
を
聞
く
》（2

0
1
7

）
は
、

禅
宗
で
悟
り
や
宇
宙
全
体
を
表
す
と
い
う
円
相
が
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
。
竹
や
ア
ク
リ

ル
を
軸
と
し
て
寒
冷
紗
と
紗
を
用
い
大
小
の
平
ら
な
円
が
造
形
さ
れ
、
床
や
天
井
に
水

平
方
向
に
お
お
ら
か
に
配
さ
れ
た
。
爽
や
か
に
吹
く
風
に
揺
れ
、
長
閑
な
光
を
通
過
さ

せ
て
い
る
。
風
の
謡
に
耳
を
澄
ま
し
、
五
感
を
開
き
そ
こ
に
あ
る
も
の
に
た
だ
身
体
を

委
ね
た
く
な
る
よ
う
な
体
験
を
誘
う
。
日
常
の
中
に
あ
り
つ
つ
も
個
を
超
え
た
も
の
と

一
体
と
な
る
、
場
と
の
関
係
か
ら
体
験
が
巧
妙
に
導
か
れ
て
い
る
。 

 

作
家
の
身
の
回
り
の
出
来
事
、
建
物
、
都
市
や
風
土
の
時
間
と
空
間
に
於
い
て
あ
る

何
か
、
ま
た
そ
こ
を
通
り
過
ぎ
て
い
く
光
や
風
や
空
気
等
自
然
の
現
象
が
、
物
質
的
な

造
形
に
触
れ
る
こ
と
で
映
し
出
さ
れ
て
き
た
。
す
べ
て
の
作
品
に
通
底
す
る
、
移
り
ゆ

く
も
の
へ
の
視
点
は
、『
般
若
心
経
』
の
「
色
即
是
空
空
即
是
色iv

」
の
考
え
に
も
通
じ

る
。
「
も
の
」
は
因
縁
に
よ
っ
て
一
時
的
に
姿
を
現
し
、
ま
た
移
り
ゆ
く
、
有
る
よ
う

で
無
く
、
無
い
よ
う
で
有
る
と
い
う
、
こ
の
世
界
の
成
り
立
ち
と
、
「
あ
る
」
と
「
な

い
」
が
決
し
て
二
元
的
で
は
な
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。「
こ
と
」
が
あ
り
、「
こ
と
」

に
於
い
て
「
も
の
」
が
見
え
て
く
る
、
そ
し
て
ま
た
「
も
の
」
に
「
こ
と
」
を
映
す
こ
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と
で
「
こ
と
」
が
見
え
て
く
る
。
作
品
中
で
「
こ
と
」
と
「
も
の
」
は
、
美
し
く
響
き

合
い
、
余
韻
の
よ
う
に
言
葉
で
は
言
い
尽
く
せ
な
い
も
の
を
残
し
て
き
た
。 

  

本
展
で
は
、
入
り
口
付
近
に
《s

t
i
l
l
 l
i
f
e
s
 i
n
 m
y
 h
o
m
e

》
の
う
ち
、
「
靴
」
、
「
マ

グ
カ
ッ
プ
」
、「
カ
バ
ン
」
、「
ド
レ
ス
」
、「
椅
子
」
、「
ラ
ン
プ
シ
ェ
ー
ド
」
が
軽
や
か
に

浮
遊
し
て
い
た
。
そ
し
て
中
心
の
大
き
な
空
間
に
は
、
布
で
造
形
さ
れ
た
４
本
の
柱
を

主
題
と
し
た
新
作
《
あ
る
・
な
い 

‐
は
じ
め
に
》（2

0
2
0

年
）
が
凛
と
し
て
空
間
に
佇

ん
で
い
る
。
そ
の
向
こ
う
の
約
１
メ
ー
ト
ル
四
方
の
暗
が
り
の
空
間
に
、
布
で
造
形
さ

れ
た
鎖
を
吊
り
下
げ
た
《
し
が
ら
み
》
（2

0
1
5

年
‐
）
が
ひ
っ
そ
り
と
設
置
さ
れ
た
。

こ
れ
ま
で
、
現
象
を
意
識
化
す
る
作
品
か
ら
、
空
間
に
於
い
て
あ
る
何
か
を
物
質
に
映

し
提
示
し
た
も
の
、
物
質
と
環
境
と
を
呼
応
さ
せ
詩
的
な
効
果
を
生
み
出
す
も
の
と
緩

や
か
な
展
開
が
あ
っ
た
。
そ
の
思
考
の
流
れ
の
一
端
を
過
去
の
２
作
品
に
よ
り
知
る
こ

と
が
で
き
、
そ
れ
ら
の
延
長
上
に
《
あ
る
・
な
い 

‐
は
じ
め
に
》
が
あ
る
。 

 

柱
は
四
角
形
の
頂
点
に
配
さ
れ
建
築
的
空
間
を
想
像
さ
せ
る
。
光
と
影
の
映
り
方
に

よ
っ
て
、
柱
の
一
部
が
浮
き
出
た
り
消
え
た
り
し
て
、
物
質
と
現
象
の
間
の
よ
う
な
も

の
に
見
え
た
。
そ
の
移
り
ゆ
く
姿
が
展
示
空
間
と
溶
け
込
み
非
常
に
美
し
い
。
相
対
的

な
関
係
に
よ
っ
て
「
こ
と
」
と
「
も
の
」
が
表
裏
一
体
と
な
り
知
覚
さ
れ
て
く
る
。
布

の
物
質
性
を
視
覚
的
に
曖
昧
な
も
の
と
し
、
か
つ
、
も
う
ひ
と
つ
の
空
間
を
生
み
出
し

た
と
い
う
点
で
、
表
現
が
新
た
な
地
平
へ
と
進
ん
で
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
。 

 

上
代
か
ら
柱
を
立
て
る
こ
と
は
、
神
の
昇
天
や
降
臨
等
の
信
仰
的
な
役
割
を
担
っ
て

き
た
し
、
神
話
、
神
道
、
仏
教
、
修
験
道
、
民
俗
儀
礼
等
、
様
々
な
場
面
で
重
要
視
さ

れ
、
多
様
な
意
味
を
包
括
し
て
き
た
。
今
回
作
家
は
、
神
社
の
屋
代
の
も
と
と
な
っ
た

「
代
」
と
い
う
空
間
に
発
想
を
得
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
４
本
の
柱
の
頭
頂
部
を
し
め
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縄
で
連
結
さ
れ
た
空
間
構
造
で
、
漂
泊
す
る
神
「
客
神
」
が
そ
の
空う

つ

な
る
空
間
に
飛
来

し
宿
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
神
道
の
信
仰
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
るv

。
展
示
空
間

に
佇
む
厳
か
な
雰
囲
気
は
、
能
舞
台
の
よ
う
な
神
聖
さ
と
、
見
え
な
い
境
界
を
想
像
さ

せ
た
。
そ
し
て
柱
は
、
空
間
に
今
こ
の
瞬
間
に
差
し
込
む
光
と
そ
の
連
続
に
よ
る
時
の

経
過
を
映
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
、
時
空
間
を
超
越
し
た
「
移
ろ
い
」
と
い
う
概
念

そ
の
も
の
を
宿
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
て
く
る
。
そ
う
し
て
創
造
さ
れ
た
曖
昧

な
内
と
外
、
そ
こ
に
見
え
隠
れ
す
る
「
場
所
」
と
い
う
概
念
の
生
成
に
気
づ
く
こ
と
で
、

な
お
「
存
在
」
の
成
り
立
ち
に
触
れ
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。 

 

「
存
在
」
と
い
う
問
い
が
、
長
ら
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

先
の
「
代
」
と
い
う
空
間
は
神
様
を
受
け
入
れ
る
「
場
所
」
で
あ
っ
た
が
、
古
く
は
、

ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
お
い
て
も
存
在
の
不
可
欠
な
基
盤
に
「
場
所
」
と
い
う
概
念
が
用
い

ら
れ
て
い
た
。
こ
の
概
念
は
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
に
は
知
の
前
面
か
ら
姿
を
消
す
が
、1

9

世
紀
の
自
然
科
学
分
野
の
発
展
、
特
に

2
0

世
紀
の
量
子
論
に
お
い
て
再
発
見
さ
れ
、

様
々
な
分
野
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
たvi

。
河
野
秀
樹
に
よ
る
と
、
電
磁
場
、
量
子
場

が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
「
自
然
界
に
起
き
る
現
象
お
よ
び
も
の
の
存
在
の
本
質
か
、゙

明
在
的
存
在
と
し
て
の
物
質
に
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
あ
る
暗
在
的
空
間
に
働
く
作

用
の
〈
場
〉
、
あ
る
い
は
潜
在
性
と
し
て
の
〈
場
〉
に
存
し
得
る
と
い
う
事
実vii

」
で

あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
哲
学
者
の
西
田
幾
多
郎
が
存
在
の
原
理
を
認
識
の
体
系
か

ら
追
求
し
た
「
場
所
の
論
理viii

」
の
考
え
方
と
も
多
く
が
重
な
る
。
中
村
雄
二
郎
は
、

西
田
が
「
無
」
と
定
義
し
た
「
場
所
」
の
概
念
に
つ
い
て
「
無
の
場
所
を
有
の
欠
如
と

し
て
で
は
な
く
、
積
極
的
に
あ
ら
ゆ
る
有
を
生
み
出
す
豊
か
な
世
界
と
し
て
捉
え
たix

」

も
の
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
各
分
野
に
お
け
る
場
の
理
論
の
う
ちx

、
目
に

は
見
え
な
い
も
の
へ
の
意
識
や
、
場
所
で
起
こ
る
伝
播
や
作
用
と
い
う
相
対
的
な
関
係
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が
、
麻
生
の
関
心
や
作
品
と
通
底
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
思
索
を
通
し
て
、
本
作
の
奥

行
き
と
普
遍
性
に
改
め
て
感
銘
を
受
け
た
。 

 

《
あ
る
・
な
い 

‐
は
じ
め
に
》
に
お
い
て
、
有
る
こ
と
、
無
い
こ
と
、
そ
れ
ら
が

曖
昧
に
包
ま
れ
る
よ
う
な
「
場
所
」
を
受
容
す
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
根
源
的
な
と
こ

ろ
へ
導
か
れ
て
い
く
。
西
田
の
「
無
」
は
そ
れ
が
有
と
か
無
と
か
に
限
定
で
き
な
い
述

語
的
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
主
語
の
背
後
に
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
持
つ
よ
う
な

も
の
で
、
そ
れ
を
「
場
所
」
と
し
た
がxi

、
筆
者
は
「
あ
る
・
な
い 

‐
は
じ
め
に
」
と

い
う
言
葉
に
も
、
あ
る
と
も
な
い
と
も
未
だ
限
定
さ
れ
な
い
根
源
的
な
始
ま
り
の
場
所

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

柱
で
創
造
さ
れ
た
空
間
の
ア
イ
デ
ア
は
、
作
家
の
こ
れ
ま
で
の
思
索
の
延
長
上
に
導

か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
抽
象
化
さ
れ
た
「
場
所
」
は
、
あ
る
と
な
い
、
あ
る
い
は

生
成
と
消
滅
が
同
時
に
包
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
移
り
ゆ
く
「
場
所
」
に
、
可
能
性

と
想
像
力
を
生
む
「
場
所
」
に
於
い
て
、
作
家
自
身
も
「
あ
る
」
の
で
あ
る
。 

（
し
ゃ
く
ど
ち
か
こ 

黒
部
市
美
術
館
） 
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i 

西
田
幾
多
郎
「
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
」『
西
田
幾
多
郎
全
集
第
三
巻
』、
株
式
会
社
岩

波
書
店
、20

03

年
（
初
出
：19

2
7

年
）、p.

2
55

 

i
i 

麻
生
祥
子
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
、

h
t
tp

:/
/s

ho
ko

as
o.

co
m/

sh
ok

oa
so

/w
or

ks
/
pe

ji
/f

oa
m_

02
.h

tm
l
 

（20
21

年2

月1
日
） 

i
i
i 

同
上
、

h
t
tp

:/
/s

ho
ko

as
o.

co
m/

sh
ok

oa
so

/w
or

ks
/
pe

ji
/s

ti
ll

_l
if

es
_i

n_
my

_h
om

e.
ht

ml

（20
21

年2

月1

日
） 

i
v 

経
本
『
般
若
心
経
』、
有
限
会
社
永
田
文
昌
堂
、19

39

年 

v 

原
研
哉
『
白
』
中
央
公
論
新
社
、20

0
8

年
、pp

.4
1
-
45

を
参
照
し
た
。
な
お
、
作
家
が
作
品

を
構
想
す
る
に
あ
た
り
参
照
し
た
文
献
と
し
て
伺
っ
た
。 

v
i 

中
村
雄
二
郎
『
場
所
（
ト
ポ
ス
）』
弘
文
堂
、19

89
年
、「
第
１
章 

自
然
哲
学
・
修
辞
学
の

〈
場
所
〉」
、「
第
２
章 

物
理
学
の
〈
場
〉」
に
詳
し
い
。 

v
i
i 

河
野
秀
樹
「
〈
場
〉
と
は
な
に
か–

主
要
な
理
論
と
関
連
す
る
概
念
に
つ
い
て
の
学
際
的
考

察−

」『
目
白
大
学
人
文
学
研
究
』
第
６
号
、20

1
0

年
、p

.5
5

（WE
B:

目
白
大
学
リ
ポ
ジ
ト
リ

で
公
開
） 

v
i
i
i 

上
田
閑
照
に
よ
れ
ば
、
西
田
は
、
主
客
未
分
の
状
態
を
い
う
「
純
粋
経
験
」
か
ら
、
直
感

と
反
省
の
内
的
な
結
合
で
あ
る
立
場
の
「
自
覚
」
に
転
じ
、
自
覚
が
可
能
と
な
る
「
場
所
」

と
い
う
問
題
に
進
ん
だ
。（
上
田
閑
照
「
解
説
」『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集Ⅰ

』、
上
田
閑
照
編
、

株
式
会
社
岩
波
書
店
、19

87

年
、pp

.3
61

-3
6
5

を
参
照
し
た
。）
従
来
の
哲
学
的
思
考
に
お

い
て
主
語
中
心
で
あ
っ
た
も
の
を
、
形
式
論
理
学
上
の
判
断
の
形
式
に
即
し
て
述
語
中
心
に

考
え
る
こ
と
で
理
論
化
し
た
、「
述
語
の
論
理
」
と
し
て
知
ら
れ
る
。 

i
x 

注
６
に
同
じ
、p.

18
1
 

x 

注
７
に
同
じ
、pp

.4
5
-
56

を
参
照
し
た
。 

x
i 

西
田
幾
多
郎
「
左
右
田
博
士
に
答
う
」『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集Ⅰ

』、
上
田
閑
照
編
、
株
式

会
社
岩
波
書
店
、19

87

年
（
初
出
：19

2
7

年
）、p

p.
18

5
-
18

7

、
及
び
、
田
中
久
文
『
西
田

幾
多
郎
』、
株
式
会
社
作
品
社
、2

02
0

年
、p

p
.1

90
-1

91

を
参
照
し
た
。 

http://shokoaso.com/shokoaso/works/peji/foam_02.html
http://shokoaso.com/shokoaso/works/peji/foam_02.html

