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前
項
で
書
い
た
よ
う
に
、「
出
来
事
」
と
「
認
知
」
を
分
け
て
理
解
す
る
こ
と
は
非
常
に
大
切
で
す
。
こ
こ
で

は
、「
出
来
事
」
と
「
認
知
」
を
分
け
て
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　

以
下
の
二
つ
の
文
を
比
較
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
「
富
士
山
は
日
本
一
高
い
山
で
す
」

　
「
富
士
山
は
日
本
一
高
い
山
で
し
た
」

　

二
つ
の
文
に
、
ど
ん
な
印
象
を
持
た
れ
る
で
し
ょ
う
。
後
者
の
「
富
士
山
は
日
本
一
高
い
山
で
し
た
」
と
い
う

文
に
は
違
和
感
を
持
つ
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
ま
す
。「
で
し
た
」
と
過
去
形
で
言
わ
れ
る
と
「
今

は
違
う
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
持
つ
か
ら
で
す
。
現
在
形
の
文
は
、
一
般
的
な
傾
向
や
一
般
的
な
認

識
（
つ
ま
り
「
認
知
」）
を
表
現
し
て
い
て
、
言
外
に
「
過
去
も
現
在
も
未
来
も
お
お
む
ね
そ
う
だ
」
と
い
う
印
象

が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
過
去
形
の
文
は
過
去
の
事
実
関
係
を
表
現
し
て
い
て
、
言
外
に
「
過
去
に
は
そ
う
い
う
事

実
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
現
在
は
違
う
」
と
い
う
印
象
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。「
認
知
」
と
「
出
来
事
」
を
分
け
て

子
ど
も
に
か
か
わ
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
う
い
っ
た
過
去
形
と
現
在
形
の
使
い
分
け
を
し
て
子
ど
も
の
言
葉
に

対
応
し
て
い
く
こ
と
が
基
本
に
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
事
例
２-

２
（
い
じ
め
被
害
の
訴
え
へ
の
支
援
）
で
は
「
私
が
ち
ょ
っ
と
失
敗
し
た
ら
、
み
ん
な
に
『
サ
イ

テ
ー
』
っ
て
言
わ
れ
る
ん
で
す
」
と
Ｄ
子
は
現
在
形
で
話
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
「
認

４
「
認
知
」
と
「
出
来
事
」
を
分
け
て
か
か
わ
る
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知
」
と
い
う
側
面
が
強
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
さ
り
げ
な
く
、「『
サ
イ
テ
ー
』
っ
て
言
わ
れ
た
ん
だ
ね
」
と
応
じ
て

か
ら
、
感
情
の
言
語
化
を
行
っ
て
い
ま
す
。「
言
わ
れ
た
ん
だ
ね
」
と
過
去
形
で
応
じ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
は
過

去
の
事
実
で
未
来
に
は
違
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
し
、「『
サ
イ
テ
ー
』

っ
て
言
わ
れ
る
ん
だ
ね
」
と
現
在
形
で
応
じ
て
し
ま
う
と
、「
富
士
山
は
日
本
一
高
い
山
で
す
」
の
よ
う
に
、
過
去

も
現
在
も
未
来
も
変
わ
ら
な
い
と
い
う
印
象
を
強
め
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
一
生
懸
命
に
か
か
わ
れ
ば

か
か
わ
る
ほ
ど
、
Ｄ
子
の
被
害
感
が
助
長
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
性
が
生
じ
て
き
ま
す
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、

過
去
の
事
実
に
対
応
す
る
場
合
に
は
、
過
去
形
で
応
じ
る
と
い
う
こ
と
が
基
本
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
応
用
と
も
い
え
る
事
例
が
、
事
例
３-

２
（
被
害
妄
想
的
な
訴
え
へ
の
支
援
）
と
事
例
３-

６
（
現
実
感
の
低
い
話

を
し
て
く
る
子
ど
も
へ
の
支
援
）
で
す
。
事
実
に
は
で
き
る
だ
け
注
目
せ
ず
、
と
ら
え
方
つ
ま
り
「
認
知
」
に
か
か
わ

っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
の
事
例
も
、
子
ど
も
が
話
し
て
い
る
内
容
は
、「
出
来
事
」
で
は
な
く
「
認

知
」
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
事
例
で
は
子
ど
も
は
「
出
来
事
」
と
「
認
知
」
を
分
け
る
こ
と
が
で
き
て

い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、「
認
知
」
を
「
出
来
事
」
と
し
て
話
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
単
純
に
「
そ
れ
は
あ
な
た

の
と
ら
え
方
や
考
え
方
だ
ね
」
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
も
、
子
ど
も
に
は
ま
っ
た
く
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
可
能
性

が
高
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
子
ど
も
と
の
関
係
が
切
れ
て
し
ま
う
危
険
性
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
子
ど

も
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
形
で
、
子
ど
も
の
話
を
「
出
来
事
」
と
し
て
で
は
な
く
、「
認
知
」
と
し
て
取
り
扱
っ
て

い
く
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
事
例
３-

２
（
被
害
妄
想
的
な
訴
え
へ
の
支
援
）
の
〈
３
分
〉
の
方
法
で
は
、
現
実
つ
ま
り
「
出
来
事
」
と

過
去
の
記
憶
か
ら
く
る
と
ら
え
方
、
つ
ま
り
「
認
知
」
と
を
分
け
て
か
か
わ
っ
て
い
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
事
例
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３-

６
（
現
実
感
の
低
い
話
を
し
て
く
る
子
ど
も
へ
の
支
援
）
の
〈
10
秒
〉
の
方
法
で
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
扱
い
、

事
実
と
は
分
け
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
話
が
事
実
だ
と
い
う
姿
勢
で
子
ど
も
に
か
か
わ
っ
て
い
っ
て
も
、
子
ど
も

は
「
認
知
」
を
話
し
て
い
る
た
め
、
な
か
な
か
子
ど
も
の
変
化
に
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。
か
か
わ
り
が
空
回
り
し
て

し
ま
う
可
能
性
が
高
い
の
で
す
。「
出
来
事
」
と
「
認
知
」
を
分
け
る
こ
と
で
、
子
ど
も
の
「
認
知
」
が
少
し
ず
つ

変
化
し
て
く
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
通
し
て
、
子
ど
も
も
少
し
ず
つ
「
認
知
」
と

「
出
来
事
」
を
分
け
て
い
け
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

感
情
を
言
語
化
す
る
と
い
う
か
か
わ
り
方
は
、
本
書
の
多
く
の
事
例
で
、
何
度
も
出
て
き
ま
し
た
。
子
ど
も
が

困
っ
た
こ
と
や
悩
み
事
に
直
面
し
て
い
る
場
合
に
は
、
不
快
な
感
情
が
生
じ
て
い
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
現
場

の
実
感
で
は
、
そ
れ
が
言
葉
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
事
例
２

-

２
（
い
じ
め
被
害
の
訴
え
へ
の
支
援
）
で
も
事
例
３-

２
（
被
害
妄
想
的
な
訴
え
へ
の
支
援
）
で
も
事
例
３-

６
（
現
実
感
の

低
い
話
を
し
て
く
る
子
ど
も
へ
の
支
援
）
で
も
、「
感
情
」
は
言
葉
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
本
書
の
そ
の
他
の

事
例
で
も
、「
感
情
」
が
言
葉
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
、
大
河
原
（
二
〇
〇
七
）
で
は
、
感
情
が
言
葉
と
つ
な
が
り
他
者
と
共
有
で
き
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を

「
感
情
の
社
会
化
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
（
不
快
な
感
情
）
が
社
会
化
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

５
「
感
情
の
社
会
化
」
を
促
す


