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想
像
の
共
同
体
の
現
実
化
の
場
所
と
し
て
の
夜
市

社
会
的
余
暇
活
動
に
よ
る
経
験
の
共
有
に
注
目
し
て

i

本
稿
は
、
台
湾
に
お
け
る
夜
市
を
、
想
像
の
共
同
体
を
現
実
化
し
保
証
す

~
る
経
験
を
も
た
ら
す
場
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
『
想
像
の
共

~
同
体
』
の
著
者
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
台
湾
に
お
け
る
ナ

~
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
「
ク
レ
オ
ー
ル
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
ア
ジ
ア
版
」
と
評
し

(
l
)
 

~
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
「
ク
レ
オ
ー
ル
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
お
い
て
は
、

~
国
民
語
や
出
版
資
本
主
義
は
未
発
達
で
あ
り
、
「
巡
礼
圏
」
と
「
コ
ミ
ュ
ニ
オ

[
ン
」
が
想
像
の
共
同
体
の
成
立
を
支
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
特
に
こ
の
コ
ミ
ュ

-
ニ
オ
ン
と
関
係
す
る
制
度
と
し
て
夜
市
を
捉
え
る
。
こ
の
観
点
か
ら
見
る
と

[
夜
市
に
お
け
る
経
験
は
、
従
来
と
は
異
な
る
境
界
的
（
非
政
治
的
）
な
秩
序

は
じ
め
に

台
湾
に
は
夜
市
と
呼
ば
れ
る
市
場
が
あ
る
。
台
湾
の
観
光
局
の
調

査
に
よ
れ
ば
、
夜
市
は
最
近
一

0
年
間
、
故
宮
博
物
院
な
ど
と
並
ん

で
旅
行
者
の
訪
れ
る
主
要
な
地
点
の
上
位
三
位
に
常
に
入
っ
て
お
り

（
中
華
民
国
交
通
部
観
光
局
二

0
―
二
年
）
、
旅
行
者
に
と
っ
て
ま

藤

岡

達

磨

神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
非
常
勤
講
師

の
中
で
、
共
同
体
を
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。

i

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
経
験
は
結
果
と
し
て
「
私
た
ち
」
と
い
う
共
感
を
構
~

成
し
、
想
像
の
共
同
体
を
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
確
信
さ
せ
る
。
つ
~

ま
り
、
夜
市
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
空
間
は
、
都
市
社
会
の
中
で
想
像
の
共

i

同
体
を
具
体
化
し
、
そ
の
構
成
者
た
ち
に
と
っ
て
共
同
体
を
現
実
化
さ
せ
る
[

機
能
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
台
湾
に
お
け
る
夜
市
調
査
~

の
資
料
を
用
い
て
、
共
同
体
を
感
じ
る
場
と
し
て
の
夜
市
が
ど
の
よ
う
な
機
~

制
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
こ
の
場
が
想
像
の
共
~

同
体
の
現
実
化
に
つ
い
て
寄
与
し
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。

i．．．
 

た
ホ
ス
ト
に
と
っ
て
「
台
湾
ら
し
さ
」
を
代
表
す
る
空
間
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
夜
市
の
場
で
の
経
験
が
、
参
加

者
に
と
っ
て
そ
こ
で
し
か
手
に
入
ら
な
い
「
独
自
性
」
を
持
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
文
化
的
な
資
源
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
の
夜
市
に
お
け
る
経
験
の
「
独
自
性
」
と
は
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何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
一
見
す
る
と
日
常
的
な
消
費
行
動
と
差
が

な
い
よ
う
に
見
え
る
夜
市
の
場
の
経
験
は
、
ど
こ
が
「
独
自
」
で
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
夜
市
の
参
加
者
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な

特
別
な
経
験
を
求
め
て
夜
市
に
や
っ
て
く
る
の
か
。
こ
の
点
を
明
ら

(
2
)
 

か
に
す
る
に
は
、
台
湾
社
会
に
お
け
る
政
治
・
「
族
群
」
的
な
区
別

が
日
常
的
に
顕
在
化
し
て
い
る
状
態
と
夜
市
に
お
け
る
非
政
治
性
が

注
目
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
夜
市
で
の
経
験
に
代
表
さ

れ
る
境
界
的
な
場
に
お
け
る
匿
名
的
な
共
同
行
為
が
、
意
図
せ
ざ
る

(
3
)
 

結
果
と
し
て
「
台
湾
」
社
会
の
土
台
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
の

形
成
と
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
を
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
「
ク
レ
オ
ー

ル
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
若
林
正
丈
の
「
巡
礼
圏
」
の
議
論
を
下
敷

き
に
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

一
章
ク
レ
オ
ー
ル
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
「
台

湾
」
意
識

一
節
ク
レ
オ
ー
ル
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

ま
す
ク
レ
オ
ー
ル
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
検
討
に
入
る
前

に
想
像
の
共
同
体
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
確
認
を
行

う
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
代
表
さ
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
近
代

(
4
)
 

主
義
者
た
ち
は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
国
民
）
と
い
う
共
同
体
を
近
代
以

降
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
例
え

ば
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
と
っ
て
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
は
「
イ
メ
ー
ジ
と
し

(
5
)
 

て
心
に
描
か
れ
た
想
像
の
政
治
共
同
体
」
で
あ
る
。
一
般
に
ア
ン
ダ
ー

ソ
ン
は
想
像
の
共
同
体
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
出

現
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
自

身
の
意
図
も
お
そ
ら
く
そ
の
一
般
的
な
認
識
か
ら
大
き
く
外
れ
て
い

な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
想
像
の
共
同
体
と
い
う
ァ
イ
デ
ア
は
ネ
ー

シ
ョ
ン
の
解
明
の
道
具
と
し
て
だ
け
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
幅
広
い

分
野
で
応
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
本
稿
で
後
述
す
る
若
林
は
こ

の
想
像
の
共
同
体
の
問
題
設
定
か
ら
、
自
律
的
な
「
全
体
」
で
あ
り

な
が
ら
、
他
の
「
全
体
」
に
と
っ
て
は
「
部
分
」
で
あ
る
よ
う
な
、

そ
う
し
た
「
地
域
」
の
二
重
的
実
在
と
し
て
の
台
湾
に
つ
い
て
議
論

を
行
っ
て
い
る
（
若
林
一
九
九
四
ニ
―
五
ー
ニ
六
）
。
本
稿
で
は

こ
の
二
重
的
な
意
識
の
構
成
に
つ
い
て
、
他
者
と
の
関
係
の
中
で
「
私

た
ち
」
は
い
か
に
実
際
に
想
像
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
議

論
を
行
う
。

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
二

0
―
二
年
の
奈
良
女
子
大
学
に
お
け
る
講
演

「
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
お
い
て
、
「
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
」
と
呼
べ
る
単
一
の
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
述
べ
た
上

で
四
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型
を
挙
げ
た

1

1
．
ク
レ

オ
ー
ル
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、

2
．
言
語
と
民
族
に
基
づ
く
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
、

3
．
公
定
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、

4
．
反
植
民
地
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
。
そ
し
て
、
こ
の
う
ち
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ク
レ
オ
ー
ル
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
分
か
り
や
す
い
例
と
し
て
台
湾
を
挙
げ
て
い
る
（
ア
ン

ダ

ー

ソ

ン

ニ

0
―
四
[
-
五
ー
一
六
）
。
ク
レ
オ
ー
ル
ナ
シ
ョ
ナ
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リ
ズ
ム
と
い
う
類
型
に
つ
い
て
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
整
理
に
し
た
が
っ

て
簡
単
に
確
認
し
、
台
湾
に
お
け
る
事
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
ク
レ
オ
ー
ル

(Creole)
」
と
い
う

言
葉
は
ス
ペ
イ
ン
語
に
由
来
す
る
言
葉
で
、
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
意
味

で
も
文
化
的
に
も
ス
ペ
イ
ン
系
の
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、
ス
ペ
イ

ン
か
ら
数
千
マ
イ
ル
も
離
れ
た
場
所
、
例
え
ば
中
南
米
で
そ
の
生

涯
を
過
ご
し
て
き
た
人
」
を
指
す
（
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
ニ

0
―
四

i

一
六
）
。
つ
ま
り
ク
レ
オ
ー
ル
た
ち
は
言
語
や
宗
教
や
民
族
の
面
で
、

本
国
で
生
活
し
て
い
る
人
々
と
差
異
が
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
中
南

米
の
ク
レ
オ
ー
ル
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
成
立
に
関
し
て
こ
れ
ら
三
点

は
争
点
に
な
り
え
な
か
っ
た
。
同
様
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
成
立
と

し
ば
し
ば
結
び
つ
け
て
語
ら
れ
る
「
出
版
資
本
主
義
」
は
ま
だ
こ
の

(
6
)
 

新
大
陸
に
影
響
力
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
「
読
書
人
」
と
し
て
の
中
産

階
級
は
社
会
の
中
で
取
る
に
足
ら
な
い
存
在
だ
っ
た
。

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
ク
レ
オ
ー
ル
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発

生
の
要
因
は
「
南
ア
メ
リ
カ
の
新
生
共
和
国
が
、
か
つ
て
は
そ
れ

ぞ
れ
、

16
世
紀
か
ら

18
世
紀
に
か
け
て
行
政
上
の
単
位
で
あ
っ
た
」

事
実
に
求
め
ら
れ
る

(
A
n
d
e
r
s
o
n
[
1
9
8
3
]
 

2006 11
ニ
0

0
七

i

九
七
）
。
こ
の
よ
う
な
行
政
上
の
単
位
に
よ
る
世
俗
的
巡
礼
屡
の
形

成
に
よ
っ
て
、
言
語
と
出
版
資
本
主
義
を
基
盤
と
し
な
い
共
同
意
識

が
構
成
さ
れ
た
。

巡
礼
圏
は
中
心
と
巡
礼
の
旅
の
経
路
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
他
者
同
士
の
出
会
い
を
誘
発
す
る
制
度
で
あ
る
。
若
林
は
こ
の

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
概
念
を
用
い
て
、
行
政
単
位
が
作
り
出
す
世
俗
的

な
巡
礼
圏
が
台
湾
意
識
と
中
華
意
識
を
形
成
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い

る
（
若
林
一
九
九
四
）
。
で
は
こ
こ
で
、
彼
の
議
論
を
追
い
な
が

ら
台
湾
と
い
う
想
像
の
共
同
体
が
巡
礼
圏
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
立

ち
上
が
っ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

若
林
に
よ
れ
ば
、
現
在
台
湾
に
見
ら
れ
る
「
中
国
人
」
意
識
と
「
台

湾
人
」
意
識
は
、
そ
れ
ぞ
れ
北
京
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
中
華

王
朝
の
「
士
大
夫
の
巡
礼
圏
」
と
、
台
北
を
中
心
と
し
て
日
本
植
民

地
支
配
下
に
形
成
さ
れ
た
台
湾
サ
イ
ズ
の
巡
礼
圏
で
あ
る
「
台
湾
大

の
巡
礼
圏
」
に
歴
史
的
根
拠
を
持
っ
て
い
る
（
若
林
一
九
九
四

i

三
二
）
。
「
士
大
夫
の
巡
礼
圏
」
に
つ
い
て
は
、
清
の
統
治
下
に
お
い

て
台
湾
で
も
科
挙
が
実
施
さ
れ
、
他
の
地
域
に
比
べ
れ
ば
層
の
薄
い

(
8
)
 

も
の
で
あ
る
も
の
の
、
台
湾
社
会
に
も
士
紳
層
が
生
ま
れ
た
（
若
林

一
九
九
四
三
一
三
）
。
こ
の
士
紳
層
は
北
京
を
中
心
と
す
る
巡
礼
の

旅
に
よ
っ
て
、
中
国
の
一
部
と
し
て
の
台
湾
と
い
う
意
識
を
保
持
し

て
い
た
。
続
い
て
「
台
湾
大
の
巡
礼
圏
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
植

民
地
支
配
を
通
じ
て
台
湾
社
会
は
史
上
初
め
て
末
端
の
村
落
レ
ベ
ル

ま
で
到
達
し
て
社
会
を
動
員
で
き
る
能
力
を
持
っ
た
近
代
的
国
家
に

よ
っ
て
統
治
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
日
本
国
の
工
業
化
推
進
の
た
め
の

食
糧
供
給
基
地
・
本
国
消
費
材
工
業
の
市
場
と
し
て
の
役
割
を
果
た

す
た
め
、
交
通
・
通
信
・
行
政
機
構
・
学
校
体
系
な
ど
の
開
発
に
伴
い
、

今
日
に
お
い
て
「
台
湾
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
サ
イ
ズ
の
領
域
内
部

に
お
け
る
社
会
統
合
が
実
現
さ
れ
て
い
っ
た
（
若
林
一
九
九
四
~
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三
五
ー
三
六
）
。

こ
の
二
種
類
の
巡
礼
圏
と
そ
れ
に
伴
う
二
つ
の
「
私
た
ち
」
意
識

は
、
台
湾
の
中
国
復
帰
後
、
よ
り
捻
れ
た
形
で
保
存
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
こ
の
捻
れ
の
原
因
は
、
一
方
で
国
民
党
が
日
本
の
用
意
し
た

植
民
地
国
家
の
制
度
と
構
造
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
こ
と
か
ら
生
じ

る
本
省
人
＇
外
省
人
間
の
巡
礼
圏
の
断
絶
で
あ
り
、
他
方
で
こ
の
中

華
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
観
念
的
に
は
中
国
全
土
を
そ
の
範
囲
と
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
実
際
的
な
範
囲
と
し
て
は
中
国
大
陸
を
除

外
し
た
も
の
と
し
て
現
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い

る
。
こ
の
捻
れ
の
結
果
、
日
本
の
植
民
地
支
配
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

台
湾
サ
イ
ズ
の
巡
礼
圏
が
、
国
民
党
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
再
中
国
化
シ
ス

テ
ム
の
「
裏
側
に
張
り
付
い
て
」
非
公
式
に
復
活
・
継
承
さ
れ
て
し

ま
っ
た
（
若
林
一
九
九
四
;
四

-
I四
四
）
。
以
上
が
若
林
に
よ

る
巡
礼
圏
を
用
い
た
「
台
湾
」
意
識
と
「
中
国
」
意
識
の
発
生
に
つ

い
て
の
説
明
の
概
要
で
あ
る
。

二
章

制
度
と
意
識
の
結
び
つ
き

一
節
巡
礼
圏
の
生
み
出
す
意
味

こ
こ
で
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
ク
レ
オ
ー
ル
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
成
立

に
関
し
て
、
「
『
自
然
』
地
理
的
あ
る
い
は
政
治
的
・
行
政
的
市
場
圏

は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
人
々
の
愛
着
を
生
み
出
し
は
し
な
い
」
（
強

調
は
原
文
マ
マ
A
n
d
e
r
s
o
n
[
1
9
8
3
]
 
2
0
0
6
 11

ニ
0
0
七
：
九
八
）

と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
若
林
の
巡
礼
圏
に
よ
る
「
私
た

ち
」
意
識
の
発
生
の
説
明
に
は
い
く
つ
か
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

点
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
つ
ま
り
、
行
政
単
位
が
「
い
か
に
し
て

祖
国
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
を
理
解
す
る
に
は
、
我
々
は
行

政
単
位
が
ど
の
よ
う
に
し
て
意
味
を
創
造
す
る
の
か
を
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
(
A
n
d
e
r
s
o
n
[
1
9
8
3
]
 
2
0
0
6
 11

ニ
0
0
七
:
九
八
）
。
単

に
制
度
の
変
化
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
そ
の
制
度
の
変
化
が
も
た
ら

し
た
巡
礼
者
た
ち
に
と
っ
て
の
意
味
の
変
化
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(
9
)
 

こ
の
よ
う
な
行
政
単
位
の
設
定
は
、
世
俗
的
巡
礼
の
旅
に
よ
っ
て
、

特
定
の
範
囲
の
人
々
に
共
通
の
中
心
性
の
経
験
を
生
み
出
し
た
。
中

心
の
設
定
に
よ
っ
て
巡
礼
の
旅
の
経
路
を
決
め
ら
れ
た
巡
礼
者
た
ち

は
、
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
出
会
わ
な
か
っ
た
は
ず
の
旅
の
道
連
れ
と

出
会
っ
た
。
同
様
の
形
で
日
本
の
植
民
地
統
治
下
の
台
湾
で
は
、
こ

の
他
者
と
の
出
会
い
に
よ
る
共
同
体
の
実
在
の
実
感
は
、
公
教
育
や

徴
兵
制
度
な
ど
に
よ
り
更
に
多
く
の
人
々
を
含
む
形
で
、
そ
の
巡
礼

の
旅
に
参
加
し
て
い
る
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
っ
た
。
ア
ン
ダ
ー
ソ

ン
は
こ
の
よ
う
な
世
俗
的
巡
礼
の
旅
の
事
例
と
し
て
、
公
教
育
に
よ

る
学
生
の
巡
礼
、
軍
隊
に
お
け
る
軍
人
の
巡
礼
、
官
僚
機
構
に
お
け

る
文
人
の
巡
礼
な
ど
を
取
り
上
げ
る
。

世
俗
的
巡
礼
の
旅
は
、
同
じ
生
活
圏
に
い
な
が
ら
そ
の
人
生
設
計

の
経
路
を
共
有
し
な
い
人
々
と
の
（
多
く
の
場
合
不
平
等
な
）
対
比

に
よ
っ
て
、
言
語
や
宗
教
や
民
族
に
よ
ら
ず
新
た
な
想
像
の
共
同
体
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を
発
生
さ
せ
る
。
旧
大
陸
出
身
者
と
新
大
陸
出
身
、
宗
主
国
出
身
者

と
植
民
地
出
身
者
、
彼
ら
は
生
ま
れ
た
場
所
以
外
の
点
で
は
ほ
と
ん

ど
違
い
が
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
参
加
す
べ
き
世
俗
的
巡
礼
の

旅
の
経
路
が
異
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
生
ま
れ
の
違
い
に
よ
る
人
生

の
そ
し
て
生
活
の
行
き
う
る
範
囲
の
限
定
が
、
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

人
た
ち
に
共
有
さ
れ
た
こ
と
が
、
共
同
体
が
分
離
す
る
際
の
契
機
に

な
っ
た
。

共
同
体
意
識
の
発
生
に
は
、
巡
礼
圏
に
よ
る
出
会
い
の
制
御
に
加

え
て
、
そ
の
場
で
の
同
調
し
た
共
同
行
為
に
よ
る
共
感
の
醸
成
が
必

要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
想
像
の
共
同
体
を
成
立
さ
せ
る
経
験
と
し

て
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン

(communion)
」
と
い

う
概
念
を
用
い
る
。
こ
れ
は
「
共
感
を
伴
っ
た
同
調
し
た
共
同
行
為
」

を
指
す
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
想
像
の
共
同
体
の
存
在
を
め
ぐ
る
確
信

は
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
や
儀
式
に
よ
っ
て
実
体
を
与
え
ら
れ
る
と

考
え
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
に
関
わ
る
事
例
で
は
、
目
に
見
え
る

形
で
共
同
行
為
を
同
時
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
体
が
経
験
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
同
じ
対
象
に
対
し
て
同
じ
よ
う
に

(10) 

振
る
舞
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
想
像
の
世
界
が
日
常
に
目
に
見
え
る
形

で
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
、
現
に

こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点
で
想
像
の
共
同
体
は
単
な
る
「
空

想
の
共
同
体
」
と
は
区
別
さ
れ
る
形
で
再
生
産
さ
れ
て
い
る
。
以
上

の
よ
う
な
想
像
の
共
同
体
の
発
生
に
お
け
る
巡
礼
圏
と
コ
ミ
ュ
ニ
オ

ン
の
相
補
的
な
機
能
を
考
え
て
み
る
と
、
若
林
に
よ
る
台
湾
に
お
け

る
想
像
の
共
同
体
の
成
立
に
関
す
る
議
論
は
こ
の
共
同
行
為
に
関
す

る
部
分
の
説
明
が
や
や
手
薄
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
日
常
的
な
生
活
圏
を
越
え
た
「
台
湾
」
社
会
を
想

起
可
能
な
共
同
行
為
と
共
感
の
醸
成
を
行
い
う
る
場
と
し
て
、
ど
の

よ
う
な
場
が
想
定
し
う
る
の
か
を
検
討
し
て
い
く
。
こ
れ
は
一
方
で
、

政
治
や
「
族
群
」
の
面
で
対
立
が
顕
在
化
し
な
が
ら
、
ま
が
い
な
り

に
も
「
台
湾
」
と
い
う
共
同
体
が
想
像
さ
れ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
場

に
お
け
る
共
同
行
為
の
結
果
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
検
討
す

る
こ
と
で
も
あ
る
。
政
治
的
な
想
像
の
共
同
体
の
基
礎
で
あ
り
前
提

で
あ
る
連
結
し
た
相
互
意
識
は
、
ど
の
よ
う
な
共
同
行
為
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
の
か
。

二
章
共
同
行
為
を
可
能
に
す
る
制
度
と
場

本
節
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
を
可
能
に
す
る
制
度
と
し
て
共
同
行

為
の
場
に
注
目
す
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
共
同
行
為
に
つ
い
て
の
研
究

が
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
の
か
を
確
認
し
、
そ
の
後

そ
れ
ら
の
研
究
の
特
徴
を
検
討
し
な
が
ら
、
本
稿
の
問
題
意
識
を
提

示
し
て
い
く
。

一
節
先
行
研
究

共
同
行
為
を
可
能
に
す
る
場
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
定

期
市
の
社
会
的
機
能
に
注
目
す
る
研
究
、
廟
を
中
心
と
し
た
祭
祀
圏
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や
信
者
圏
に
注
目
す
る
研
究
、
社
会
運
動
や
選
挙
に
注
目
す
る
研
究

な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
概
観
し
て
お
く
。

財
貨
の
交
換
を
通
じ
た
社
会
秩
序
の
形
成
に
つ
い
て
の
研
究
で

は
、
市
場
に
お
け
る
交
易
の
経
済
機
能
の
み
で
な
く
社
会
的
機
能

に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る

(
M
a
l
i
n
o
w
s
k
i
1
9
2
2
 11

ニ
0
-
o
.

M
a
u
s
s
 1
9
2
5
 11

ニ
0
0
九
）
。
近
年
で
も
、
宮
内
洋
平
が
タ
ン
ザ
ニ

ア
農
村
部
に
お
け
る
定
期
市
の
研
究
に
お
い
て
、
も
と
も
と
「
貧
し

い
農
民
に
現
金
収
入
の
機
会
を
与
え
る
」
た
め
に
開
設
さ
れ
た
定
期

市
が
社
交
・
娯
楽
機
能
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
宮

内

二

0
0
五）。

中
国
社
会
に
つ
い
て
は
、

G
.
w
．
ス
キ
ナ
ー
が
四
川
省
に
お
け

る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
基
に
、
伝
統
中
国
に
お
け
る
農
村
社
会
で
、

定
期
市
が
重
層
的
な
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た

(Skinner
1
9
6
4
)

。
こ
の
研

究
に
よ
れ
ば
、
人
々
は
「
自
分
の
市
場
」
を
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
村
は
排
他
的
に
ひ
と
つ
の
市
場
圏
に
属
し
て
い
る
。
そ
し
て

婚
姻
の
紐
帯
や
親
族
の
結
合
、
宗
教
祭
祀
な
ど
農
民
の
実
際
の
社
会

関
係
を
取
り
結
ぶ
範
囲
は
村
の
狭
い
境
界
線
よ
り
も
市
場
圏
の
境
界

線
に
左
右
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
と
比
較
し
て
村
落
共
同
体

の
凝
集
性
が
弱
く
、
個
人
間
の
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
中
心
に
緩

や
か
に
形
成
さ
れ
て
い
る
中
国
の
地
域
共
同
体
に
お
い
て
、
「
市
場

共
同
体
」
が
よ
り
強
い
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

一
方
、
台
湾
に
お
い
て
は
、
地
方
に
お
い
て
も
商
業
化
の
度
合
い

が
進
ん
で
お
り
常
設
の
店
舗
が
村
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
、
交
通
網

の
発
達
に
よ
っ
て
大
規
模
な
市
場
に
出
向
く
こ
と
が
容
易
で
あ
る
こ

と
、
移
民
社
会
で
あ
る
こ
と
か
ら
方
言
の
相
違
な
ど
が
地
理
的
条

件
よ
り
も
制
約
的
に
働
く
こ
と
な
ど
の
条
件
に
よ
っ
て
、
ス
キ
ナ
ー

の
モ
デ
ル
が
そ
の
ま
ま
応
用
で
き
る
と
は
言
え
な
い

(
C
r
i
s
s
m
a
n

1
9
7
2
)

も
の
の
、
少
な
く
と
も
定
期
市
が
村
落
な
ど
の
小
さ
な
社
会

単
位
の
境
界
を
越
え
て
、
よ
り
大
き
な
地
域
の
中
に
社
会
関
係
を
構

築
す
る
こ
と
を
誘
発
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。

台
湾
で
の
「
村
落
」
を
越
え
た
広
い
社
会
単
位
の
研
究
は
上
述
の

指
摘
を
受
け
て
、
方
言
ご
と
の
住
み
分
け
を
よ
り
明
確
に
反
映
し
た

単
位
と
し
て
「
祭
祀
圏
」
の
概
念
に
注
目
し
て
い
る
。
三
尾
裕
子
は

こ
の
よ
う
な
祭
祀
圏
は
廟
を
中
心
に
構
築
さ
れ
て
お
り
、
共
同
に
行

う
祭
祀
な
ど
が
社
会
関
係
の
結
節
点
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
圏
の
内
部
で
の
社
交
に
は
濃
淡
が
あ
り
、

祭
祀
圏
は
地
域
的
な
面
を
覆
う
も
の
と
し
て
は
捉
え
に
く
い
も
の

の
、
祭
祀
圏
と
社
会
活
動
の
最
大
範
囲
が
重
な
っ
て
く
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
（
三
尾
一
九
九
一
）
。
ま
た
、
こ
の
研
究
に
関
連

し
て
廟
が
個
人
の
参
加
を
通
じ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
す
る
こ
と

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
上
水
流
二

0
0
0
、
末
成
一
九
九
一
）
。

呉
豪
人
は
台
湾
に
お
け
る
祭
祀
公
業
が
家
族
、
宗
族
、
同
姓
者
、
同

出
身
者
グ
ル
ー
プ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
す
る
装
置
と
し
て

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
古
い
想
像
力
と
国
民

国
家
の
新
し
い
想
像
力
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
（
呉
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一
九
九
九
）
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
日
本
語
の
「
共
同
体
」
の
語

感
に
比
べ
れ
ば
幾
分
軽
い
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
も
の
の
、
日
常
生

活
圏
を
越
え
た
地
域
的
な
共
同
体
が
廟
と
い
う
場
と
制
度
に
よ
っ
て

成
立
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
呉
が
指
摘
す

る
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
廟
を
通
じ
た
共
同
経
験
は
、
宗
族
や
同
出
身

者
グ
ル
ー
プ
を
読
み
込
み
や
す
く
、
市
民
的
で
包
摂
的
な
共
同
体
と

対
抗
的
な
「
民
族
的
」
意
識
と
結
び
つ
き
や
す
い
傾
向
が
あ
る
。

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
共
感
を
構
成
す
る
共
同
行
為
と
し
て
「
選

挙
」
お
よ
び
「
社
会
運
動
」
に
関
す
る
先
行
研
究
が
あ
る
。
一
例
と

し
て
若
林
（
二

0
0
三

、

同

二

0
0
八
）
に
よ
れ
ば
、
台
湾
ナ

(11) 

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
一
九
七
九
年
の
美
麗
島
事
件
を
分
水
嶺
と
し
て

社
会
運
動
を
中
心
に
発
展
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

一
九
九

0
年
代
の
李
登
輝
に
よ
る
「
中
華
民
国
憲
法
」
の
改
正
に
よ
っ

て
住
民
の
全
面
的
国
政
選
挙
参
加
が
次
第
に
可
能
に
な
り
、
選
挙
期

間
で
の
選
挙
活
動
を
通
じ
て
、
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
民
衆
レ
ベ

ル
で
の
共
同
意
識
を
構
成
し
て
い
っ
た
と
い
う
点
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
同
時
に
こ
の
よ
う
な
政
治
的
動
員
が
、
排
他
的
な
工

(12) 

ス
ノ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
生
み
出
す
側
面
が
あ
り
、
「
族
群
」
や
「
宗

族
」
に
根
ざ
さ
な
い
包
摂
的
な
想
像
の
共
同
体
の
構
成
を
か
え
っ
て

損
な
う
可
能
性
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

二
節
問
題
意
識

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
を
ま
と
め
る
と
、

定
期
市
に
お
け

る
研
究
で
は
、

1
．
定
期
市
が
異
な
る
生
活
圏
か
ら
訪
れ
る
人
々
の

間
で
の
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
結
節
点
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て

い
る
こ
と
、

2
．
そ
の
よ
う
な
出
会
い
と
関
係
の
構
成
の
結
果
、
社

会
関
係
は
同
じ
市
場
を
利
用
す
る
こ
と
を
契
機
と
し
て
発
展
し
や
す

い
こ
と
、
の
二
点
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
台
湾
に
お
い
て

は
、
「
族
群
」
の
差
異
が
地
理
的
な
隣
接
よ
り
制
約
的
に
働
き
や
す
く
、

祭
祀
圏
や
信
者
圏
な
ど
の
廟
を
中
心
と
し
た
場
に
よ
っ
て
他
者
と
の

交
流
の
機
会
を
持
ち
や
す
い
。
こ
の
よ
う
な
祭
祀
圏
や
信
者
圏
に
よ

る
交
流
は
「
族
群
」
的
な
共
同
性
を
呼
び
起
こ
し
や
す
い
。
こ
の
「
族

群
」
を
基
礎
と
し
た
共
同
性
は
近
代
化
と
民
主
化
を
経
た
制
度
の
下

で
も
影
響
力
を
持
っ
て
お
り
、
選
挙
に
お
け
る
活
動
や
社
会
運
動
な

ど
の
政
治
的
な
動
員
が
エ
ス
ノ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
呼
び
起
こ
し
や
す

い
。
こ
の
点
で
政
治
的
行
動
が
か
え
っ
て
民
族
的
な
差
異
を
呼
び
出

し
て
し
ま
い
、
台
湾
社
会
の
国
民
的
な
包
摂
を
引
き
裂
く
危
険
性
を

具
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

で
は
、
「
族
群
」
と
い
う
単
位
に
回
収
さ
れ
な
い
想
像
の
共
同
体
は
、

空
想
の
産
物
に
過
ぎ
ず
実
体
を
持
た
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

こ
の
結
論
は
、
九

0
年
代
か
ら
の
意
識
調
査
に
お
い
て
、
政
治
体
制

と
し
て
は
「
現
状
維
持
」
が
選
択
さ
れ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ

い
て
は
、
近
年
「
台
湾
人
」
の
回
答
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
「
台

湾
人
で
も
あ
り
、
中
国
人
で
も
あ
る
」
が
そ
れ
な
り
の
支
持
を
集
め

(13) 

て
い
る
と
い
う
事
実
と
、
い
か
に
整
合
的
に
議
論
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
つ
ま
り
、
「
台
湾
大
」
の
社
会
統
合
と
は
全
く
政
府
の
イ
デ
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オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
て
実
体
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
上
で
、
政
治
的
な
想
像
の

共
同
体
の
基
礎
と
な
る
生
活
や
参
与
者
の
実
感
に
根
ざ
し
た
共
同
体

意
識
の
構
成
に
寄
与
す
る
共
同
行
為
を
促
す
活
動
と
し
て
、
台
湾
夜

市
と
い
う
場
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
に
夜
市
の
利
用
実
態

と
夜
市
に
対
す
る
意
識
に
特
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
夜
市
が
新
し
い

想
像
の
共
同
体
の
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
の
場
と
し
て
、
つ
ま
り
「
族
群
」

ゃ
「
宗
族
」
の
境
界
を
越
え
た
、
市
民
的
共
同
体
の
基
礎
と
し
て
の
、

生
活
レ
ベ
ル
に
お
け
る
包
摂
的
な
共
同
体
意
識
の
構
成
に
寄
与
し
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

四
章

夜
市
の
利
用
実
態
と
夜
市
イ
メ
ー
ジ

本
節
で
は
ま
ず
、
夜
市
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
資
料
を

概
観
す
る
。
そ
の
後
、
夜
市
に
お
け
る
報
告
者
の
調
査
デ
ー
タ
か
ら

特
に
夜
市
の
参
加
者
た
ち
の
夜
市
の
利
用
の
実
態
と
彼
ら
が
夜
市
と

い
う
場
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

そ
し
て
夜
市
に
お
け
る
出
会
い
が
、
彼
ら
の
共
同
体
意
識
に
与
え
る

影
響
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

一
節
「
夜
市
」
の
定
義

い
わ
ゆ
る
「
夜
市
」
と
呼
ば
れ
る
商
業
集
積
に
つ
い
て
政
府
レ
ベ

ル
で
の
明
確
な
定
義
は
存
在
し
な
い
が
、
主
に
夜
間
に
公
共
の
空
間

を
中
心
と
し
て
屋
台
（
擁
販
）
や
露
店
（
地
擁
）
が
集
結
し
て
い
る

場
の
こ
と
で
あ
る
。
台
北
市
の
市
場
管
理
処
は
夜
市
を
「
夜
市
と

は
、
夜
の
六
時
か
ら
十
二
時
ま
で
を
営
業
時
間
と
し
、
有
効
な
管
理

の
下
で
営
業
を
許
可
さ
れ
た
露
店
の
こ
と
で
あ
り
、
台
北
市
民
に
夜

間
の
休
息
、
街
遊
び
、
消
費
場
所
を
提
供
す
る
も
の
」
（
王
振
宵

二
0
0
三
）
と
定
義
し
て
い
る
。

し
か
し
、
現
象
面
で
考
え
て
み
る
と
、
単
に
屋
台
が
集
積
し
て
い

る
だ
け
で
は
「
夜
市
」
と
呼
ぶ
に
は
十
分
で
な
い
。
同
時
に
こ
の
よ

う
な
屋
台
が
人
々
を
引
き
つ
け
賑
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
「
夜
市
」
の

必
要
条
件
で
あ
る
。
例
え
ば
観
光
夜
市
で
あ
る
華
西
街
夜
市
付
近
に

は
、
観
光
夜
市
化
(
-
九
八
五
年
）
さ
れ
て
以
降
に
広
州
街
夜
市
と

呼
ば
れ
る
新
し
い
夜
市
が
出
現
し
た
。
現
在
は
こ
の
広
州
街
夜
市
も

正
式
に
観
光
夜
市
と
し
て
認
め
ら
れ
た
が
、
華
西
街
夜
市
が
設
備
面

で
政
府
か
ら
の
投
資
を
受
け
綺
麗
に
整
っ
た
環
境
に
な
っ
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
賑
わ
い
の
中
心
の
移
動
が
見
ら
れ
た
。
な
ぜ
人
々
は
立

派
に
ア
ー
ケ
ー
ド
が
あ
り
、
よ
り
伝
統
的
な
飾
り
付
け
が
あ
る
華

西
夜
市
で
は
な
く
、
広
州
街
夜
市
を
好
ん
だ
の
か
。
分
か
り
や
す
い

事
例
と
し
て
二

0
―
二
年
三
月
に
広
州
街
で
出
会
っ
た
男
性

cさ
ん

（二

0
代
）
へ
の
聞
き
取
り
の
一
部
を
挙
げ
る
。
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；
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い
け
ど
、
あ
ま
り
人
通
り
が
な
く
て
、
お
客
も
観
光
客
ば
か

り
で
寂
し
い
感
じ
が
す
る
。
あ
の
辺
り
は
賑
や
か
さ
が
足
り

な
く
て
夜
市
と
は
言
え
な
い
よ
（
那
裡
不
鉤
熱
間
，
恕
度
會

叫
夜
市
阿
）
。

こ
の
よ
う
に
、
夜
市
と
い
う
現
象
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
設
備

面
だ
け
で
な
く
、
他
に
多
く
の
人
々
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
、
賑
や

か
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

一

図 1 士林夜市の地図
出所：台北市観光夜市ハンドブック

2015 

二
節
夜
市
の
利
用
実
態

A

調
査
地
の
概
要
—
士
林
夜
市

い
わ
ゆ
る
「
士
林
夜
市
」
は
、
文
林
路
、
大
南
路
、
基
河
路
の
三

つ
の
道
路
に
囲
ま
れ
た
部
分
を
指
し
、
そ
の
中
に
士
林
市
場
、
慈
誠

宮
な
ど
を
含
む
。
お
お
よ
そ
の
面
積
は
六
千
坪
で
こ
こ
に
五

0
0
ほ

ど
の
屋
台
と
三

0
0
ほ
ど
の
商
店
が
集
ま
っ
て
お
り
、
毎
晩
五
＼

八
万
人
の
人
を
集
め
て
い
る
。

図
2
の
写
真
か
ら
分
か
る
よ
う
に
店
舗
と
人
の
数
の
多
さ
に
よ
っ

て
か
な
り
緊
密
し
た
空
間
に
な
っ
て
い
る
。
士
林
夜
市
の
基
本
的
な

空
間
構
造
と
し
て
は
道
路
の
両
側
に
商
店
が
あ
り
、
そ
の
商
店
の
騎

(14) 
楼
に
融
合
す
る
形
で
屋
台
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
街
路
の
中
央

に
は
、
衣
服
や
服
飾
品
を
売
る
「
地
擁
」
と
呼
ば
れ
る
無
店
舗
型
の

於大士林夜市の様子 (2009年
東路）

出所：筆者による撮影
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露
店
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
無
店
舗
型
の
露
店
は
ほ
と
ん
ど
が
正
式

な
認
可
を
受
け
ず
に
営
業
し
て
い
る
た
め
、
警
察
の
見
回
り
の
際
に

は
、
見
張
り
役
の
「
警
察
が
来
た
ぞ
（
警
察
来
了
！
）
」
の
声
を
合

図
に
、
市
場
や
商
店
の
中
に
逃
げ
込
み
姿
を
消
す
。
近
年
、
士
林
に

お
け
る
警
察
取
締
の
厳
格
化
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
地
灘
」
が
士
林
か

ら
消
え
つ
つ
あ
り
、
夜
市
の
賑
わ
い
が
以
前
ほ
ど
で
な
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
、
消
費
者
の
間
で
話
題
に
な
っ
て
い
る
。

A
|
2
．
調
査
地
の
選
定
の
理
由

士
林
夜
市
は
台
北
で
最
大
の
規
模
を
誇
り
、
台
北
の
中
で
最
も
著

名
な
夜
市
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
蓄
積
も
他
の
夜

市
と
比
較
し
て
、
進
ん
で
い
る
。
ま
た
、
余
舜
徳
及
び
周
敢
生
の
台

湾
夜
市
の
市
場
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
研
究
（
二

0
0
四
）
に
お
い
て
、

台
北
市
区
に
お
い
て
士
林
夜
市
だ
け
が
そ
の
集
客
圏
域
が
最
も
広
い

(15) 

都
会
型
夜
市
の
類
型
に
当
て
は
ま
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本

稿
の
問
題
関
心
は
、
夜
市
が
台
湾
社
会
に
お
い
て
「
族
群
」
や
「
宗
族
」

の
境
界
を
越
え
た
想
像
の
共
同
体
を
具
体
化
す
る
場
と
し
て
機
能
し

て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
よ
り
集
客

圏
域
の
広
い
夜
市
を
対
象
と
す
る
方
が
目
的
に
適
っ
て
い
る
。
以
上

の
理
由
で
、
本
稿
は
士
林
夜
市
を
調
査
地
と
し
て
選
定
し
た
。

B
．
調
査
の
概
要

夜
市
で
実
際
に
報
告
者
が
行
っ
た
調
査
の
調
査
概
要
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

調
査
期
間
ニ
―

O
―
二
年
七
月
一
日
ー
ニ

o
―
二
年
七
月
二
五
日

調
査
場
所
丁
士
林
夜
市

調
査
対
象
者
公
口
湾
人
消
費
者

調
査
法
益
只
問
紙
調
査
お
よ
び
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査

サ
ン
プ
ル
数
ニ
―
八
二
（
回
収
率
五
六
％
）

※
夜
市
の
消
費
者
を
対
象
に
す
る
調
査
で
あ
っ
た
め
母
集
団
の
推
定

が
難
し
く
、
サ
ン
プ
ル
抽
出
に
お
い
て
は
無
作
為
抽
出
が
不
可
能

で
有
意
抽
出
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
本
調
究

は
サ
ン
プ
ル
の
代
表
性
の
点
で
限
定
性
を
持
つ
。

•女性
■男性

150 

台北市外

新北 市

台北市内

●人

102 

100 

利用者の年齢性別

73 

利用者の性別年齢

利用者の住所

65 

50 

図゚3

40歳以上

20歳以下
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100 

利用者の住所゜



C
．
調
査
対
象
者
の
属
性

ま
ず
利
用
者
の
性
別
年
齢
を
見
て
み
る
と
、
二

0
歳
以
下
の
若
者

が
多
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
こ
れ
は
、
こ
の
士
林
夜

市
付
近
に
多
数
の
学
校
（
東
呉
大
学
・
文
化
大
学
・
銘
博
管
理
学
院
）

が
あ
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
特
に
三

0
歳
以
下
の

層
で
、
女
性
の
参
加
者
が
多
い
。
こ
れ
は
こ
の
夜
市
が
衣
服
や
服
飾

の
品
揃
え
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
職
業
の
面
で
は
参
加
者
の
大
多
数
は
学
生
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
調
査
結
果
か
ら
士
林
夜
市
は
、
若
者
、
特
に
学
生
向
け
に
特
化
し

た
夜
市
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
調
査
を
行
っ
た
の
が

夏
季
休
業
の
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
、
学
生
が
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
に

協
力
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

参
加
者
の
住
所
に
関
し
て
は
、
台
北
市
内
か
ら
や
っ
て
き
て
い
る

人
々
が
六
割
、
残
り
が
市
外
か
ら
や
っ
て
き
た
人
々
で
あ
っ
た
。
た

だ
し
、
士
林
夜
市
自
体
が
台
北
市
の
北
の
外
れ
に
位
置
す
る
た
め
、

市
内
の
場
合
で
も
遠
方
か
ら
の
利
用
者
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
、
あ

る
い
は
市
外
か
ら
の
参
加
者
で
も
比
較
的
近
隣
の
利
用
者
を
含
ん
で

い
る
可
能
性
が
あ
る
。

D
．
夜
市
の
利
用
状
況

士
林
夜
市
の
利
用
実
態
に
つ
い
て
は
、
大
別
し
て
二
つ
の
傾
向
に

分
離
す
る
と
思
わ
れ
る
。
全
体
の
三
割
の
参
加
者
が
一
回
の
訪
問
で

三
0
0
元
以
下
し
か
使
わ
な
い
の
に
対
し
て
、
一
五

0
0
元
以
上
使

夜市を利用した回数（過去半年）
璽人

週4回以上

週1回以上、週3回以下
140 

・人数夜市の滞在時間

月1回以上、週1回以下

月 1回以下

155 

58 

5時間以上

3-4時間

2-3時間

1時間

30分

150 100 50 

゜
200 150 100 50 

゜ 夜市の利用頻度図5夜市での平均滞在時間図7

73 

•人夜市で使う金額

39 

1501+ 

651 -1500 

501 -650 

301 -500 

201 -300 

;:a.200 

Ill人数夜市に行く相手

59 

その他

同僚、同級生

恋人

家族

友達
56 

123 

80 

図6

60 

毎回の利用金額 (NTD)

40 20 

゜
150 
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一緒に夜市に行く対象

50 
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う
参
加
者
が
一
割
以
上
存
在
す
る
。
こ
の
差
異
は
恐
ら
く
夕
食
を
取

り
、
夜
市
を
散
歩
す
る
タ
イ
プ
の
利
用
法
と
、
服
な
ど
の
買
い
物
を

す
る
タ
イ
プ
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
利
用
法
が
存
在
す
る
た
め
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
月
に
一
回
以
上
訪
れ
る
参
加
者
が
八
割
を
占

め
、
も
っ
と
も
多
い
の
は
一
ヶ
月
に
数
回
利
用
す
る
参
加
者
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
夜
市
の
利
用
頻
度
は
食
料
品
を
買
う
た
め
の
市
な

ど
と
比
較
す
れ
ば
日
常
的
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
月

に
一
度
以
上
訪
れ
る
参
加
者
が
大
多
数
を
占
め
て
い
る
た
め
、
余
暇

活
動
の
場
所
と
し
て
の
用
途
が
見
て
取
れ
る
。

こ
の
利
用
法
の
推
測
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
夜
市
の
滞
在
時
間
は

二
時
間
以
上
が
多
く
を
占
め
、
単
な
る
食
事
や
買
い
物
を
行
う
た
め

の
場
と
し
て
は
、
利
用
時
間
が
長
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
夜
市

に
一
緒
に
行
く
相
手
は
友
人
や
家
族
な
ど
の
親
し
い
間
柄
が
多
い
こ

と
が
分
か
る
。
ま
た
親
し
い
間
柄
の
相
手
の
中
で
も
、
恋
人
と
訪
れ

る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
着
飾
ら
ず
に
自
然
体
で
振
る
舞
う

こ
と
を
求
め
る
大
衆
的
な
雰
囲
気
や
不
衛
生
で
あ
る
種
の
猥
雑
さ
を

伴
う
夜
市
の
環
境
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

E
．
夜
市
と
参
加
者
の
共
感
の
構
成

で
は
、
参
加
者
た
ち
は
夜
市
の
場
に
ど
の
よ
う
な
印
象
を
持
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
三
つ
の
設
問
は
、
夜
市
に
対
す
る
共
同
体
的
な
意
識
が
存
在

す
る
か
に
つ
い
て
調
べ
る
意
図
で
採
用
さ
れ
た
設
問
で
あ
る
。
ど
の

う思うまった息
思わな
3% 

う思う

忍、た
な

％
 

つ
わ

ま
思
ー

夜市に同時にいる人に対して親近感がある夜市では人情味を感じる

夜市参加者の親近感 (N= 274) 

う思う
忍し

た
な

っ
ゎ
％

ま
思
ー

図9夜市における人々 の交流の印象 (N= 277) 

コミュニティ重識と交糞縫●のクロス襄 ●コミュニティ重識あり

•コミュニティ童識なし

l 

図 11

5.2% 

夜市では人情味を感じる

図 10 夜市における人情味 (N= 277) 
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設
問
に
お
い
て
も
否
定
的
な
回
答
は
二
割
以
下
の
割
合
を
占
め
る
に

過
ぎ
ず
、
特
に
「
人
々
の
交
流
」
（
図
11)
と
「
人
情
味
」
（
図

10)

に
関
す
る
設
問
で
は
、
五
割
以
上
の
人
が
積
極
的
に
肯
定
的
な
回
答

を
行
っ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
参
加
者
た
ち
は

夜
市
に
対
し
て
、
人
間
味
や
人
情
味
を
感
じ
、
ま
た
交
流
が
盛
ん
な

印
象
が
あ
る
と
回
答
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
参
加
者
た
ち
の
感
覚

の
上
で
、
夜
市
は
交
流
が
盛
ん
で
、
共
に
夜
市
に
い
る
人
々
に
対
し

て
親
近
感
を
覚
え
、

人
情
味
を
感
じ
る
場

所
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。ま

た
、
夜
市
で
は

実
際
に
他
者
と
の
交

流
が
起
こ
り
や
す

い
。
例
え
ば
、
夜
市

に
お
け
る
見
知
ら
ぬ

人
と
の
交
流
の
経
験

に
つ
い
て
の
質
問

で
は
、
四
ニ
・
九
％

（
一
―
七
人
）
が
「
見

知
ら
ぬ
人
と
の
交
流

経
験
が
あ
る
」
と
回

答
し
た
。
で
は
、
こ

コミュニティ意識と交流経験のクロス表

変数共同体意識
合計

なし ある

度数 29 88 117 
ある

見知らぬ ％ 24.8% 75.2% 100.0% 
人との

交流経験 度数 68 88 156 
ない

％ 436% 564% 1000% 

度数 97 176 273 
合計

％ 355% 645% 100.0% 

カイ2乗検定 カイ2乗値 10320 有意確率0.001

表 1

出所：質問紙調査結果より筆者作成

(16) 

の
よ
う
な
見
知
ら
ぬ
人
の
交
流
経
験
と
彼
ら
の
意
識
の
関
係
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
上
述
の
三
つ
の
夜
市

に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
回
答

(
1
と
て
も
そ
う
思
う
ー

5
ま
っ
た
＜

そ
う
思
わ
な
い
）
の
値
を
合
計
し
た
変
数
で
あ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

(17) 

意
識

(
3
ー
15)
」
を
作
り
、
値
の
上
半
分
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意

識
が
あ
る
」
、
下
半
分
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
が
な
い
」
と
し
て

変
数
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
を
行
い
、
ク
ロ
ス
表
分
析
を
行
っ
た
。

ク
ロ
ス
表
分
析
の
結
果
、
見
知
ら
ぬ
人
と
の
交
流
経
験
が
あ
る
人

は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
を
持
つ
人
が
全
体
の
七
五
・
ニ
％
を
占
め
る

の
に
対
し
て
、
交
流
経
験
が
な
い
人
の
場
合
で
は
五
六
•
四
％
の
人

が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
を
持
つ
に
留
ま
っ
た
。
こ
の
両
者
を
比
較
す

る
と
交
流
経
験
の
有
無
に
よ
っ
て
、
一
八
・
八
％
の
人
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
意
識
の
差
が
出
て
お
り
、
危
険
度
0
・
1
％
の
水
準
で
有
意
な

差
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
見
知
ら
ぬ
人
と
の
交
流
経
験
は
夜
市

に
お
い
て
共
在
す
る
匿
名
の
他
者
に
対
す
る
親
近
感
と
関
係
し
て
い
る
。

五

章

考

察

夜
市
の
場
は
そ
こ
を
訪
れ
る
人
々
に
共
同
体
を
感
じ
さ
せ
る
機
能

を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
夜
市
と
い
う
制
度
は
実
際
に
見
知

ら
ぬ
人
々
同
士
が
交
流
す
る
こ
と
を
促
す
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
交
流
の
経
験
が
あ
る
人
は
、
経
験
の
な
い
人
と
比
較
し
て
、
有
意

に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
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夜
市
は
人
々
に
自
分
が
よ
く
知
ら
な
い
人
々
を
含
め
た
大
き
な
共
同

体
の
中
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
、
現
実
感
を
持
っ
た
も
の
と
し
て

体
感
さ
せ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
夜
市
と
い
う
活
動
に
参
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
参
加

者
が
人
情
味
や
人
間
的
交
流
を
感
じ
る
場
合
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な

過
程
に
よ
っ
て
な
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
あ
る
五

0
代
の
台
湾
人

男
性
は
、
自
身
の
夜
市
で
の
記
憶
と
経
験
を
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

Y
丘
日
の
（
園
環
）
夜
市
の
店
に
は
看
板
も
メ
ニ
ュ
ー
も
な
か
っ

た
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
も
そ
の
店
が
実
際
ど
ん
な
名
前
だ
っ

た
か
は
分
か
ら
な
い
。
だ
け
ど
、
何
曜
日
の
ど
の
場
所
に
出

て
い
る
何
を
売
っ
て
い
る
屋
台
っ
て
い
う
だ
け
で
、
み
ん
な

そ
の
店
が
分
か
っ
た
。
分
か
ら
な
い
奴
は
モ
グ
リ
だ
と
思
っ

た
ね
。
間
違
い
な
く
私
の
街
に
住
ん
で
い
る
人
間
は
皆
そ
の

店
の
こ
と
が
分
か
っ
て
い
て
、
少
な
く
と
も
一
回
は
そ
の
店

に
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
う
。

筆
：
そ
こ
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
な
い
か
が
重
要
と
い
う
こ
と

で
す
か
？

Y
；
も
し
、
お
互
い
に
そ
の
店
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
ら
、
「
あ
あ
、

こ
い
つ
は
分
か
っ
て
い
る
奴
だ
」
っ
て
安
心
で
き
た
か
な
。

逆
に
知
ら
な
い
と
そ
の
人
は
こ
れ
ま
で
ど
う
い
う
暮
ら
し
を

し
て
き
た
ん
だ
ろ
う
っ
て
不
思
議
に
思
っ
た
。
（
二

0
一
五

年
八
月
―
四
日
於
寧
夏
夜
市
）

台湾人消費者の夜市に対する印象（自由記述）

Qもしある日夜市がなくなったとしたら、
度数 ％ 累積％

どのような変化が起こると思いますか（自由記述）

退屈になる 88 25.4% 25.4% 

行くところがなくなる 36 104% 35.8% 

台湾ではなくなる 28 81% 439% 

つまらなくなる（面白みがなくなる） 23 66% 506% 

食べ物がなくなる 21 61% 566% 

特色がなくなる 19 55% 621% 

楽しくなくなる 18 52% 673% 

文化がなくなる 18 52% 725% 

不便になる 11 32% 757% 

（以下度数 10以下の項目を省略） •一 "'● " 

計 346 100% 

※複数の項目に当てはまる回答あり

表2
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夜
市
と
い
う
空
間
の
経
験
は
「
私
」
の
街
に
住
ん
で
い
る
「
み
ん

な
」
に
共
有
さ
れ
て
お
り
、
「
分
か
ら
な
い
奴
は
モ
グ
リ
」
だ
と
い

う
表
現
か
ら
、
こ
の
経
験
の
有
無
が
「
み
ん
な
ー
よ
そ
者
」
と
い
う

区
別
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ
の
経
験
の
共
有

は
「
暮
ら
し
」
と
関
わ
っ
て
お
り
、
私
に
と
っ
て
の
具
体
的
な
生
活

が
、
匿
名
的
な
み
ん
な
た
ち
と
も
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
に
現
実
感
を

持
た
せ
て
い
る
。

同
様
に
質
問
紙
調
在
の
自
由
記
述
の
内
容
か
ら
も
、
夜
市
が
彼
ら

に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ

い
て
見
て
み
た
い
。
一
九
三
頁
の
表
は
自
由
記
述
の
内
容
を
そ
の
回

答
内
容
に
そ
っ
て
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
に
よ
れ
ば
「
退
屈
に
な
る
」
「
つ
ま
ら
な
く
な
る
」
「
楽

し
く
な
く
な
る
」
な
ど
の
、
個
人
的
な
歓
び
に
関
す
る
項
目
が
夜
市

と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
回
答
で
は
、

な
ぜ
夜
市
が
な
く
な
る
こ
と
で
こ
れ
ら
の
個
人
的
な
歓
び
が
な
く
な

る
の
か
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
次
の
二

つ
の
可
能
性
が
読
み
取
れ
る
。
ま
ず
、
「
行
く
と
こ
ろ
が
な
く
な
る
」

「
食
べ
物
が
な
く
な
る
」
「
不
便
に
な
る
」
と
い
う
歓
び
を
充
足
す
る

手
段
が
な
く
な
る
か
ら
と
い
う
点
。
そ
し
て
も
う
一
点
が
、
夜
市
が

「
台
湾
」
「
文
化
」
で
あ
り
、
台
湾
社
会
の
「
特
色
」
で
あ
る
と
い
う

点
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
台
湾
文
化
に
関
わ
る
具
体
的
な
回
答
の
事
例
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

•
想
像
で
き
な
い
。
夜
市
は
生
活
用
品
み
た
い
な
も
の
で
、
い
つ

も
使
う
必
要
が
あ
る
。
（
二
四
歳
、
女
性
、
親
北
市
在
住
、
サ
ー

ビ
ス
業
）

•
生
活
が
少
し
面
白
く
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
夜
市
は
私
た
ち
台

湾
人
の
寛
ぐ
場
所
だ
か
ら
。
(
-
五
歳
、
男
性
、
台
北
市
外
在
住
、

学
生
）

•
な
く
な
ら
な
い
よ
。
も
し
な
く
な
っ
た
ら
私
が
夜
市
を
開
く

（
四
七
歳
、
男
性
、
台
北
市
外
在
住
、
公
務
員
）

・
食
べ
る
の
が
不
便
で
、
デ
ー
ト
も
不
便
で
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
も

不
便
で
、
一
番
重
要
な
の
は
台
湾
文
化
が
見
当
た
ら
な
く
な
る

こ
と
（
二
六
歳
、
女
性
、
台
北
市
内
在
住
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
）

•
多
様
性
と
友
好
さ
が
欠
け
て
退
屈
に
な
る
と
思
う
。
台
湾
の
夜

市
は
多
様
な
食
べ
物
、
親
切
な
台
湾
の
人
々
み
た
い
な
台
湾
文

化
の
セ
ッ
ト
だ
と
思
う
。
夜
市
が
な
か
っ
た
ら
、
今
日
の
台
湾

は
な
い
よ
（
ニ
ニ
歳
、
男
性
、
台
北
市
内
在
住
、
学
生
）

こ
れ
ら
の
回
答
か
ら
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま

ず
、
夜
市
が
あ
っ
て
当
た
り
前
の
も
の
で
不
可
欠
な
も
の
だ
と
認
識

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
夜
市
が
台
湾
文
化
の
一
部
と
捉
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
、
夜
市
が
私
た
ち
台
湾
人
に
と
っ
て
重
要
な

場
所
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

夜
市
に
お
け
る
共
同
行
為
に
よ
る
共
同
体
意
識
の
構
成
が
廟
や
国

家
的
な
儀
式
と
異
な
る
の
は
、
以
下
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
台
湾
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に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
経
緯
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
場

面
で
「
族
群
」
と
「
政
治
」
に
関
す
る
衝
突
が
読
み
込
ま
れ
や
す
い

傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
夜
市
の
場
に
お
け
る
活
動
は
取
る

に
足
ら
な
い
場
と
思
わ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的

動
員
か
ら
比
較
的
守
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
あ
る
中
年
の
台
湾
人

男
性
が
筆
者
に
対
し
て
言
っ
た
言
葉
は
こ
の
点
で
印
象
的
で
あ
る
。

「
こ
ん
な
と
こ
ろ
（
士
林
夜
市
）
で
小
難
し
い
こ
と
を
言
う
ん
じ
ゃ

(
1
)
 

な
い
。
細
か
い
こ
と
言
わ
ず
に
食
べ
ろ
」
。
こ
の
言
葉
は
、
彼
に
と
っ

て
夜
市
は
「
小
難
し
い
」
こ
と
を
議
論
す
る
場
で
は
な
く
、
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
持
ち
込
ま
ず
に
、
た
だ
同
じ
よ
う
に
楽
し
む
場
で
あ
る

と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
政
治
的
あ
る
い
は

族
群
的
な
面
倒
を
持
ち
込
ま
ず
に
、
他
者
と
の
交
流
を
楽
し
め
る
場

所
と
し
て
、
夜
市
は
認
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

六
章
終
わ
り
に

本
稿
で
は
、
台
湾
に
お
け
る
政
治
的
な
想
像
の
共
同
体
の
前
提
条

件
で
あ
る
、
「
族
群
」
の
境
界
を
越
え
た
連
結
さ
れ
た
相
互
意
識
の

発
生
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
夜
市
に
お
け
る
共
同
行
為
に
よ
る
共
感

の
醸
成
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
。
こ
の
「
台
湾
」
と
い
う
共
同

体
は
、
伝
統
的
な
「
族
群
」
の
想
像
の
方
法
と
は
異
な
る
方
法
で
想

像
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
夜
市
で
の
共
同
行
為
の
経
験
が

台
湾
サ
イ
ズ
の
共
同
意
識
構
成
の
た
め
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
可
能

性
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

日
常
の
生
活
圏
以
上
の
大
き
さ
の
全
て
の
共
同
体
は
、
構
成
員
た

ち
の
想
像
力
を
経
由
す
る
こ
と
で
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

想
像
の
共
同
体
は
彼
ら
が
実
際
に
暮
ら
し
て
い
る
環
境
と
切
り
離
さ

れ
て
い
る
と
い
う
点
で
抽
象
的
な
側
面
を
具
え
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
想
像
の
共
同
体
は
、
た
だ
抽
象
的
な
だ
け
で
な
く
現
に
存
在
し

て
い
る
こ
と
が
構
成
者
た
ち
の
目
と
体
に
よ
っ
て
確
認
可
能
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
想
像
の
共
同
体
は
出
会
わ
な
い
か
も
し
れ

な
い
人
々
を
含
ん
だ
共
同
体
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
想
像
の
共
同
体
の

存
在
の
確
認
は
「
族
譜
」
な
ど
を
通
じ
た
具
体
的
関
係
に
依
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
匿
名
の
他
者
と
実
際
に
出
会
い
、
経
験
を

共
有
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
の
抽
象
的
な
想
像
の
共
同
体
は
具
体

化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

夜
市
の
場
は
そ
こ
を
訪
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
出
会
わ
な
い
人
々

と
出
会
い
、
同
じ
経
験
を
共
有
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
場
で

あ
り
、
日
常
で
出
会
う
こ
と
の
な
い
人
々
に
対
す
る
共
感
と
関
わ
っ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
同
様
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
社
会
活
動
の
場

は
夜
市
の
他
に
も
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
夜
市

は
現
代
の
台
湾
に
お
い
て
想
像
の
共
同
体
を
現
実
化
す
る
た
め
の
制

度
の
一
っ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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註
(
1
)ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
ニ

0

―
四
~
一
七

(
2
)
族
群
と
い
う
言
葉
の
用
い
ら
れ
方
は
台
湾
に
お
い
て
も
歴
史
的
な
変
遷
が

あ
る
が
、
本
稿
で
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
の
訳
語
と
し
て
用
い
る
。

台
湾
に
お
い
て
は
一
般
に
は
「
原
住
民
」
、
「
客
家
人
」
、
「
間
南
人
」
お
よ

び
「
外
省
人
」
の
四
大
族
群
が
存
在
す
る
と
さ
れ
る
。

(
3
)
こ
の
「
台
湾
社
会
」
と
い
う
表
現
で
は
そ
の
ま
ま
国
民
国
家
を
指
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
構
成
員
た
ち
が
主
観
的
に
思
い
描
く
「
私

た
ち
」
と
い
う
集
団
に
重
点
が
あ
る
。

(
4
)
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
以
外
の
代
表
的
な
論
者
と
し
て
は
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ゲ
ル

ナ
ー
（
「
民
族
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

1
9
8
3
11

ニ
0
0
0
)
、
エ
リ
ッ
ク
・

ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
（
『
創
ら
れ
た
伝
統
』

1
9
8
3
11

一
九
九
二
）
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。

(
5
)
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
と
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ゲ
ル
ナ
ー
な
ど
と
異
な
り
、

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
「
文
化
的
人
造
物
」
と
呼
ぶ
際
に
は
、

だ
か
ら
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
構
築
物
で
あ
り
価
値
が
な
い
と
す
る
判
断
を
含
ま

な
い
。
む
し
ろ
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
と
っ
て
関
心
が
あ
る
の
は
、
こ
の
よ

う
な
人
造
物
が
、
特
定
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(
6
)
ス
ペ
イ
ン
領
ア
メ
リ
カ
の
最
初
の
小
説
の
出
版
は
一
八
一
六
年
で
独
立
戦

争
勃
発
の
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。

(
7
)
士
大
夫
は
宋
代
以
降
に
お
け
る
科
挙
試
験
に
合
格
し
た
官
僚
を
指
す
。
時

に
は
同
様
の
学
識
を
収
め
た
在
野
の
知
識
人
階
級
を
含
め
る
こ
と
も
あ
る
。

(
8
)
伝
統
中
国
に
お
け
る
地
方
社
会
に
お
い
て
文
化
的
・
社
会
的
地
位
を
有
す

る
者
を
指
す
。

(9)
こ
こ
で
の
「
旅
」
と
い
う
言
葉
に
は
日
常
の
中
断
と
日
常
生
活
か
ら
の

遊
離
と
い
う
含
意
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
誕
生
か
ら
死
に
至
る
旅
は
、
さ

ま
ざ
ま
の
宗
教
観
念
を
生
み
だ
し
た
」

(
A
n
d
e
r
s
o
n
[
1
9
8
3
]
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二
0
0
七
九
八
）
よ
う
に
，
こ
の
よ
う
な
「
旅
」
の
過
程
で
旅
人
は
時
間
・

空
間
・
身
分
的
な
変
化
を
伴
い
、
「
旅
」
は
そ
れ
ら
の
解
釈
を
要
求
す
る
。

(10)
こ
の
よ
う
な
振
る
舞
い
と
そ
の
対
象
を
、
象
徴
を
基
礎
に
し
た
文
化
的
共

同
体
の
議
論
を
行
っ
た
ア
ン
ソ
ニ
ー
．

p
．
コ
ー
エ
ン
に
倣
っ
て
「
儀
礼
」

と
「
象
徴
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

(11)
国
民
党
の
一
党
支
配
下
に
あ
っ
た
一
九
七
九
年
十
二
月
に
台
湾
南
部
の
高

雄
市
で
起
き
た
反
体
制
運
動
弾
圧
事
件
で
、
「
高
雄
事
件
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

反
体
制
指
導
者
だ
っ
た
黄
信
介
氏
を
発
行
人
と
し
て
同
年
五
月
に
創
刊
さ

れ
た
雑
誌
「
美
麗
島
」
（
台
湾
の
別
名
）
が
、
高
雄
市
で
十
二
月
十
日
の
世

界
人
権
デ
ー
を
記
念
し
た
集
会
を
企
画
。
当
局
が
無
許
可
を
理
由
に
阻
止

し
よ
う
と
し
て
集
ま
っ
た
市
民
ら
と
衝
突
し
、
二

0
0
人
近
く
が
負
傷
す

る
騒
動
と
な
っ
た
。
黄
氏
ほ
か
、
現
副
総
統
の
呂
秀
蓮
氏
ら
「
美
麗
島
」

側
の
人
物
が
軍
事
裁
判
に
か
け
ら
れ
、
反
乱
罪
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
。

(12)
「
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
動
員
に
見
ら
れ
た
「
福
倦

シ
ョ
ー
ビ
ズ
ム
』
へ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
客
家
人
、
先
住
民
族
）
の
不
安
を
、

外
省
人
エ
リ
ー
ト
が
組
織
し
、
こ
れ
に
対
し
て
さ
ら
に
人
口
多
数
派
の
福

倍
人
が
反
発
す
る
よ
う
な
相
互
不
信
を
強
め
て
い
く
よ
う
な
構
図
も
現
れ

始
め
て
い
る
」
（
若
林
二

0
0

三
~
一
五
一
）
。
こ
こ
で
見
ら
れ
る
の
は

政
治
的
な
対
立
が
同
時
に
「
族
群
」
の
対
立
と
重
な
り
合
う
形
で
用
い
ら

れ
て
お
り
、
政
治
的
対
立
が
民
族
的
対
立
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
こ
と

で
政
治
の
民
族
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(13)
例
え
ば
政
治
大
學
選
畢
研
究
中
心
に
よ
る
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
調

査
結
果
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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(14)
騎
楼
と
は
街
路
に
面
し
た
建
築
の
一
階
部
分
を
三
、
四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
柱

廊
と
し
て
開
放
す
る
建
築
方
法
で
、
台
湾
や
中
国
南
部
、
東
南
ア
ジ
ア
な

ど
で
見
ら
れ
る
建
築
方
式
で
あ
る
。
夏
季
の
日
差
し
や
ス
コ
ー
ル
と
い
う

気
候
条
件
が
こ
の
よ
う
な
建
築
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。

(15)
余
お
よ
び
周
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
夜
市
は
そ
の
集
客
圏
の
違
い
に
よ
っ
て

社
区
型
夜
市
、
地
方
性
夜
市
、
都
会
型
夜
市
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(16)
こ
の
よ
う
な
「
交
流
経
験
」
は
様
々
な
レ
ベ
ル
の
経
験
を
含
ん
で
い
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
あ
る
回
答
者
（
三

0
代

台

北

在

住

女

性

二

0
一
五
年
八
月
二
七
日
於
士
林
夜
市
）
は
交
流
の
経
験
に
つ
い

て
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挙
げ
た
。
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M
公
口
北
に
遊
び
に
来
た
友
達
と
一
緒
に
大
声
で
話
し
な
が
ら
夜
市
歩
い

て
い
た
ら
、
た
ぶ
ん
後
ろ
を
歩
い
て
い
た
人
た
ち
が
旅
行
に
来
た
人

で
、
私
が
「
こ
の
お
店
は
台
湾
で
一
番
美
味
し
い
か
ら
食
べ
な
き
ゃ

ダ
メ
」
「
今
日
は
絶
対
こ
れ
を
食
べ
た
い
」
と
か
話
し
て
い
た
の
を
聞

い
て
い
た
み
た
い
。
で
、
五

0
歳
く
ら
い
だ
っ
た
か
な
ぁ
、
お
じ
さ

ん
四
人
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
「
お
姉
さ
ん
は
こ
の
辺
の
人
で
す
か
、
良

か
っ
た
ら
一
緒
に
夜
市
を
見
て
回
っ
て
ご
飯
を
食
べ
ま
せ
ん
か
。
そ

の
代
わ
り
に
私
た
ち
が
奢
る
か
ら
」
っ
て
言
わ
れ
て
。
そ
れ
で
、
結
局
、

彼
ら
と
一
緒
に
夜
市
を
見
て
回
っ
た
ん
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
全
て
の
交
流
経
験
が
こ
の
よ
う
な
長
時
間
に
渡
る
は
っ
き
り

と
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も

少
な
く
と
も
彼
ら
が
「
交
流
」
と
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
出
来
事
を
経

験
し
て
い
る
こ
と
が
想
像
の
共
同
体
の
観
点
か
ら
は
重
要
で
あ
る
。

(17)
こ
の
三
つ
の
設
問
は
全
―
二
問
か
ら
構
成
さ
れ
る
夜
市
に
対
す
る
イ
メ
ー

ジ
に
つ
い
て
の
設
問
の
一
部
で
あ
り
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
因
子
分
析
に
お

い
て
同
一
の
因
子
に
分
類
さ
れ
る
設
問
で
あ
る
。

(18
）
二

0
-
三
年
十
月
一
九
日
士
林
夜
市
で
の
聞
き
取
り
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院
民

族
學
研
究
所

、
一
九
九
九
、
「
夜
市
研
究
輿
台
溝
社
會
」
徐
正
光
・
林
美
容
主
編
、
「
人

類
學
在
台
溝
的
登
展
」
、
八
九
ー
―
二
六
頁
、
中
央
研
究
院
民
族
學
研
究
所

余
舜
徳
・
周
敢
生
、
二

0
0
四
、
「
台
溝
夜
市
市
場
系
統
的
発
展
：
ー
ー
＇
以
台
北

都
會
厘
及
台
南
縣
為
例
」
「
民
族
學
研
究
所
資
料
彙
編
」
第
一
八
期
~
―
|

四
二
、
中
央
研
究
院
民
族
學
研
究
所

若
林
正
丈
、
二

0
0
三
、
「
（
研
究
ノ
ー
ト
）
現
代
台
湾
に
お
け
る
台
湾
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
展
開
と
そ
の
現
在
的
帰
結
＇
~
台
湾
政
治
観
察
の
新
た
な
課
題
」

「
日
本
台
湾
学
会
報
J

(
五
）i
-
四
二
—
一
六

0
、
日
本
台
湾
学
会

、
一
九
九
四
、
「
台
湾
を
め
ぐ
る
二
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ー
ア
ジ

ア
に
お
け
る
地
域
と
民
族
」
、
平
野
健
一
郎
編
、
『
講
座
現
代
ア
ジ
ア

4

地
域
シ
ス
テ
ム
と
国
際
関
係
」
東
京
大
学
出
版

、
二
0
0
八
、
「
台
湾
の
政
治
・
~
中
華
民
国
台
湾
化
の
戦
後
史
」
東
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京
大
学
出
版
会

王
振
宵
、
二

0
0
三
、
「
従
台
北
市
夜
市
歴
間
輿
定
位
探
討
夜
市
螢
運
及
管
理
政

策
之
研
究
」
台
北
市
市
場
管
理
慮

呉
豪
人
、
一
九
九
九
、
「
植
民
地
台
湾
に
お
け
る
祭
祀
公
業
制
度
の
改
廃
問
題
」
『
日

本
台
湾
学
会
報
」
(
-
)
こ
五
四
ー
七
五
、
日
本
台
湾
学
会

参
考
資
料

•
台
湾
省
屋
台
管
理
規
則
、
経
済
部
、
中
華
民
国
八
八
年

•
憂
北
市
螢
業
衛
生
管
理
自
治
條
例
、
台
北
市
政
府
、
中
華
民
国
六
六
年

•
高
雄
市
屋
台
管
理
自
治
条
例
、
高
雄
市
政
府
、
中
華
民
国
七
六
年

・『
102
年
擁
販
経
螢
概
況
調
査
報
告
」
、
行
政
院
王
計
継
虞
、
中
華
民
国
一

0
三
年

・
『
台
溝
地
匪
選
民
投
票
行
為
之
研
究
」
、
政
治
大
學
選
畢
研
究
中
心

•
『
台
北
市
観
光
夜
市
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
2
0
1
5
J
、
台
北
市
政
府
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