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人
間
は
、
学
習
を
通
じ
て
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
獲
得
す
る
。
し
か
し
、

学
習
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
同
じ
よ
う
に
獲
得
で
き
る
と
い
う
訳
で

は
な
い
。
さ
し
た
る
困
難
も
伴
わ
ず
に
確
実
に
学
び
と
ら
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、

容
易
な
こ
と
で
は
習
得
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
個
人
差
な
ど

多
様
な
要
因
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
お
よ
そ
人
間
に
と
っ
て
一

般
に
習
得
が
ご
く
容
易
な
も
の
と
き
わ
め
て
困
難
な
も
の
と
が
明
確
に
区
別
さ

れ
る
。
一
例
と
し
て
言
語
を
と
り
あ
げ
て
み
る
と
、
母
語
は
発
達
の
初
期
に
お

い
て
い
わ
ば
自
然
に
習
得
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
外
国
語
の

習
得
に
は
き
わ
め
て
多
く
の
困
難
が
伴
う
。
同
一
の
言
語
で
あ
っ
て
も
、
母
語

と
し
て
習
得
す
る
の
と
外
国
語
と
し
て
習
得
す
る
の
と
で
は
、
学
習
の
難
易
が

大
き
く
異
な
る
。
学
習
は
決
し
て
あ
ら
ゆ
る
内
容
に
関
し
て
同
様
か
つ
同
等
に

機
能
す
る
訳
で
は
な
く
、
通
例
だ
れ
も
が
苦
も
な
く
当
た
り
前
の
よ
う
に
習
得

す
る
も
の
が
あ
る
一
方
で
だ
れ
に
と
っ
て
も
習
得
が
容
易
で
は
な
い
も
の
も
あ

る
と
い
う
意
味
で
、
学
習
に
は
非
常
に
強
い
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
生
徒
が
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
を
学
習
し
て
首
尾
よ
く
習
得
す
る
こ
と
が
一

般
に
教
育
活
動
の
目
的
で
あ
る
以
上
、
こ
う
し
た
学
習
バ
イ
ア
ス
の
問
題
は
教

育
に
と
っ
て
少
な
か
ら
ぬ
重
要
性
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
以
下
本
稿
で
は
、
学
習
バ
イ
ア
ス
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ

と
教
育
と
の
関
連
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、

学
習
バ
イ
ア
ス
は
人
間
に
限
ら
ず
、
広
く
人
間
以
外
の
動
物
に
も
見
ら
れ
る
と

い
う
事
実
に
着
目
す
る
（
第
一
節
）。
次
い
で
、
学
習
バ
イ
ア
ス
の
問
題
を
、

学
習
さ
れ
る
内
容
の
帰
属
領
域
と
の
関
連
で
考
察
す
る
（
第
二
節
）。
そ
の
う

え
で
、
学
習
さ
れ
る
内
容
の
帰
属
領
域
の
具
体
例
と
し
て
物
理
的
事
象
の
領
域

（
第
三
節
）
と
生
命
事
象
の
領
域
（
第
四
節
）
を
と
り
あ
げ
る
。
以
上
を
う
け

て
、
人
間
に
お
け
る
認
識
に
関
す
る
段
階
区
分
に
着
目
し
て
論
点
を
整
理
し

（
第
五
節
）、
最
後
に
学
習
バ
イ
ア
ス
の
観
点
か
ら
、
特
に
科
学
的
認
識
を
志

向
す
る
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
（
第
六
節
）。
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一
　
動
物
に
お
け
る
学
習
バ
イ
ア
ス

　

い
ず
れ
の
内
容
も
同
じ
よ
う
に
学
習
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
期
待
さ
れ
た
の
に
、

実
際
に
は
、
一
方
の
内
容
は
迅
速
か
つ
確
実
に
学
習
さ
れ
る
の
に
対
し
、
他
方

の
内
容
は
容
易
に
学
習
さ
れ
な
い
と
い
う
事
実
が
人
間
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
動

物
に
も
広
範
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
方
面
の
研
究
者
の
あ
い
だ
で

は
つ
と
に
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。
ラ
ッ
ト
、
ハ
ム
ス
タ
ー
、
ブ
タ
、
ハ
ト
、
ウ

ズ
ラ
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
動
物
を
用
い
て
行
わ
れ
た
学
習
に
関
す
る
多
く
の
実
験

的
研
究
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
条
件
づ
け
を
駆
使
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
動
物
に
任
意
の
内
容
を
機
械
的
に
一
律
に
学
習
さ
せ

る
こ
と
は
実
際
上
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
動
物
の
種
に
応
じ
て
容
易
に
学
習

さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
な
い
も
の
と
が
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人

間
以
外
の
動
物
に
お
け
る
こ
う
し
た
学
習
バ
イ
ア
ス
の
具
体
的
な
事
例
を
ま
ず

二
三
と
り
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ラ
ッ
ト
に
不
快
な
刺
激
（
無
条
件
刺
激
）
と
共
に
そ
れ
と
は
別
の
刺
激
（
条

件
刺
激
）
を
与
え
、
条
件
づ
け
に
よ
っ
て
後
者
を
前
者
に
連
合
さ
せ
る
学
習
を

行
わ
せ
る
と
、
一
般
に
ラ
ッ
ト
は
、
与
え
ら
れ
る
刺
激
の
種
類
に
応
じ
て
顕
著

な
学
習
バ
イ
ア
ス
を
示
す
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
実
験
で
ラ
ッ
ト
に
与

え
ら
れ
る
不
快
な
刺
激
は
二
種
類
あ
っ
て
、
一
つ
は
毒
物
投
与
に
よ
る
罹
患
、

他
は
電
気
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
る
。
ラ
ッ
ト
が
学
習
を
通
じ
て
こ
れ
ら
二
種
類
の
不

快
な
刺
激
と
連
合
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
刺
激
は
、
特
定
の
味
覚
刺
激
、
特
定

の
音
声
刺
激
、
特
定
の
光
線
刺
激
の
三
種
類
で
あ
る
。
ご
く
素
朴
に
考
え
れ
ば
、

不
快
な
刺
激
と
一
緒
に
繰
り
返
し
特
定
の
味
覚
刺
激
ま
た
は
特
定
の
音
声
刺
激

あ
る
い
は
特
定
の
光
線
刺
激
を
ラ
ッ
ト
に
与
え
れ
ば
、
や
が
て
ラ
ッ
ト
は
き
ち

ん
と
学
習
し
、
不
快
な
刺
激
が
与
え
ら
れ
な
く
て
も
特
定
の
味
覚
刺
激
ま
た
は

特
定
の
音
声
刺
激
あ
る
い
は
特
定
の
光
線
刺
激
を
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
、
確
実

に
回
避
行
動
を
と
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は

ラ
ッ
ト
の
学
習
の
あ
り
方
は
そ
の
期
待
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
特
徴
的
な
パ

タ
ー
ン
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。

　

不
快
な
刺
激
と
し
て
毒
物
投
与
に
よ
る
罹
患
が
与
え
ら
れ
た
場
合
、
ラ
ッ
ト

は
こ
の
刺
激
と
特
定
の
味
覚
刺
激
を
学
習
に
よ
っ
て
容
易
に
連
合
さ
せ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
特
定
の
音
声
刺
激
や
光
線
刺
激
と
は
連
合
さ
せ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
ラ
ッ
ト
は
、
特
定
の
味
覚
刺
激
を
回
避
す
る
こ
と
は
迅

速
確
実
に
学
習
す
る
も
の
の
、
特
定
の
音
声
刺
激
や
光
線
刺
激
を
回
避
す
る
こ

と
は
学
習
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
不
快
な
刺
激
と
し
て
電
気
シ
ョ
ッ
ク

が
与
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
ラ
ッ
ト
は
こ
の
刺
激
と
特
定
の
音
声
刺
激
や
光
線

刺
激
を
学
習
に
よ
っ
て
容
易
に
連
合
さ
せ
る
の
に
、
特
定
の
味
覚
刺
激
と
は
連

合
さ
せ
な
い
。
不
快
な
刺
激
と
し
て
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、

ラ
ッ
ト
に
と
っ
て
、
特
定
の
音
声
刺
激
や
光
線
刺
激
を
回
避
す
る
学
習
は
容
易

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
特
定
の
味
覚
刺
激
を
回
避
す
る
こ
と
は
学
習
す
る
の
が

む
ず
か
し
い
の
で
あ
る
。
ラ
ッ
ト
に
よ
る
学
習
の
な
か
で
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
が
特
に
き
わ
だ
っ
て
い
る
の
は
、
毒
物
投
与
に
よ
る
罹
患
と
特
定
の
味
覚
刺

激
を
連
合
さ
せ
る
学
習
で
あ
る
。
罹
患
に
伴
う
不
快
・
苦
痛
の
体
験
と
特
定
の
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味
覚
の
体
験
と
の
時
間
間
隔
が
一
時
間
以
上
に
及
ん
で
も
、
ま
た
、
毒
物
投
与

に
よ
る
罹
患
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
特
定
の
味
覚
刺
激
を
た
だ
一
回
与
え
ら
れ

た
だ
け
で
も
、
ラ
ッ
ト
は
両
者
を
学
習
に
よ
っ
て
確
実
に
連
合
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
以
上
に
と
り
あ
げ
た
ラ
ッ
ト
の
学
習
は
い
ず
れ
も
不
快
な
刺
激
と
連
合

し
た
特
定
の
刺
激
を
認
識
し
て
回
避
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
が
、
ラ
ッ

ト
に
お
い
て
は
一
般
に
、
特
定
の
刺
激
を
回
避
す
る
学
習
の
方
が
特
定
の
刺
激

に
積
極
的
に
接
近
す
る
学
習
よ
り
も
容
易
か
つ
確
実
に
な
さ
れ
る
と
い
う
バ
イ

ア
ス
も
知
ら
れ
て
い
る
（cf.  R

O
ZIN  &

 K
A

LA
T, 466-467,  R

O
ZIN  &

 S
CH

U
LL,  

508-509, 513

）。

　

学
習
に
お
い
て
特
に
ど
の
よ
う
な
刺
激
が
無
条
件
刺
激
と
た
や
す
く
連
合
し

て
条
件
刺
激
と
し
て
の
効
力
を
発
揮
す
る
か
は
、
動
物
の
種
に
よ
っ
て
異
な
っ

て
い
る
。
ラ
ッ
ト
と
は
違
っ
て
一
般
に
鳥
類
に
お
け
る
学
習
で
は
視
覚
刺
激
に

対
す
る
反
応
が
顕
著
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ウ
ズ
ラ
の
場
合
、

有
毒
な
液
体
の
摂
取
に
よ
っ
て
罹
患
さ
せ
ら
れ
る
と
、
こ
の
罹
患
と
連
合
す
る

の
は
液
体
の
味
覚
で
は
な
く
て
液
体
の
色
彩
で
あ
り
、
こ
の
学
習
の
結
果
、
ウ

ズ
ラ
は
特
定
の
色
を
し
た
液
体
を
忌
避
す
る
よ
う
に
な
る
（cf.  R

O
ZIN  &

 K
A

-

LA
T , 472,  R

O
ZIN  &

 S
CH

U
LL,  530

）。

　

動
物
に
お
け
る
学
習
が
こ
の
よ
う
に
あ
る
決
ま
っ
た
種
類
の
刺
激
に
対
し
て

選
択
的
に
機
能
す
る
の
は
、
い
か
な
る
事
情
に
よ
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
関
し
て
、
ガ
ー
シ
ア
ら
は
、「
哺
乳
動
物
の
学
習
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
近

接
性
・
頻
度
・
強
度
の
関
数
と
し
て
の
み
刺
激
と
強
化
因
を
連
合
さ
せ
る
こ
と

で
ラ
ン
ダ
ム
に
作
用
す
る
の
で
は
な
い
」（G

A
RCIA, E

RV
IN, &

K
O

ELLIN
G,  

122

）
と
述
べ
た
上
で
、
上
述
し
た
ラ
ッ
ト
の
学
習
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
。「
雑
食
性
の
ラ
ッ
ト
は
、
味
覚
的
・
嗅
覚
的
な
糸
口
を
身
体
内

部
の
疾
病
と
連
合
さ
せ
る
バ
イ
ア
ス
を
呈
す
る
が
、
こ
の
バ
イ
ア
ス
は
お
そ
ら

く
自
然
淘
汰
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」（Ibid.

）。
換
言
す
れ
ば
、

動
物
に
見
ら
れ
る
学
習
バ
イ
ア
ス
は
、
進
化
の
過
程
に
お
い
て
適
応
的
な
機
制

と
し
て
形
づ
く
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ロ
ジ
ン
と
カ
ラ
ッ
ト

も
、
ラ
ッ
ト
が
得
意
と
す
る
の
は
積
極
的
な
接
近
学
習
で
は
な
く
て
消
極
的
な

回
避
学
習
で
あ
る
と
い
う
バ
イ
ア
ス
に
関
し
て
「
ラ
ッ
ト
は
回
避
学
習
の
準
備

体
制
の
方
が
よ
く
整
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
回
避
を
迅
速
に
学
習
す
る
こ
と
が

特
別
な
生
存
価
を
有
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
」（R

O
ZIN  &

 K
A

LA
T,  467

）
と

主
張
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
ラ
ッ
ト
に
限
ら
ず
一
般
に
動
物
に
お
け
る
学
習

は
基
本
的
に
生
存
の
た
め
の
機
能
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
機
能

を
最
大
限
に
果
た
す
べ
く
根
本
的
な
制
約
を
被
る
こ
と
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
先
ど
り
し
て
述
べ
て
お
く
と
、
学
習
バ
イ
ア
ス
が
こ
の
よ
う
に
進
化

の
所
産
で
あ
り
何
よ
り
も
生
存
に
寄
与
す
る
よ
う
に
学
習
の
あ
り
方
を
強
力
に

制
約
し
て
い
る
と
い
う
事
情
は
、
実
は
、
基
本
的
に
人
間
の
学
習
に
お
い
て
も

見
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
学
習
バ
イ
ア
ス
に
関
し
て
人
間
だ
け
を
例
外
扱
い

す
る
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
生
存
へ
の

寄
与
は
本
来
科
学
的
認
識
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に

お
い
て
、
学
習
バ
イ
ア
ス
は
生
徒
に
よ
る
科
学
的
認
識
の
獲
得
を
目
指
す
教
育

の
働
き
を
阻
害
す
る
内
的
要
因
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。



一
二
〇

二
　
学
習
バ
イ
ア
ス
と
領
域
固
有
性

　

発
達
の
ご
く
初
期
に
あ
っ
て
ま
だ
母
語
も
獲
得
し
て
い
な
い
乳
児
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
事
象
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
乳

児
は
、
事
象
の
認
識
以
前
の
い
わ
ば
混
沌
と
し
た
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
刺
激
に
対
す
る
乳
児
の
慣
れ
や
飽
き
、
新
奇
な
刺
激
に
対

す
る
乳
児
の
旺
盛
な
好
奇
心
、
予
期
に
反
す
る
事
象
に
対
し
て
乳
児
が
示
す
驚

き
の
反
応
な
ど
に
着
目
し
た
観
察
技
法
（
馴
化
・
脱
馴
化
法
、
期
待
背
反
法
と

呼
ば
れ
る
）
を
駆
使
し
て
こ
の
四
半
世
紀
の
あ
い
だ
に
乳
児
に
よ
る
世
界
認
識

の
あ
り
方
に
関
す
る
認
知
科
学
の
実
験
的
研
究
が
広
範
に
展
開
さ
れ
て
き
た
結

果
、
乳
児
に
お
け
る
世
界
認
識
に
関
し
て
は
す
で
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
解
明

さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
人
間
に
お
け
る
学
習
バ
イ
ア
ス
と
の
関
連
で

注
目
さ
れ
る
の
は
、
乳
児
に
よ
る
学
習
が
決
し
て
白
紙
状
態
か
ら
任
意
に
展
開

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
構
築
さ
れ
て
い
る
認
識
機
構
に
強
く
制
約

さ
れ
る
と
い
う
点
、
そ
し
て
、
学
習
を
制
約
す
る
認
識
機
構
が
特
定
の
領
域
に

即
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
方
面
の
研
究
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
実
を
い
く
つ
か
手
短
に
参
照
し
て
み
る
こ
と
に
し

た
い
。

　

人
間
に
お
け
る
学
習
は
ま
ず
乳
児
期
に
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
そ
の

後
長
い
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
展
開
さ
れ
て
最
終
的
な
発
達
が
成
就
さ
れ
る
と
い
う

見
方
に
対
抗
す
る
形
で
、
ウ
ェ
ル
マ
ン
と
ゲ
ル
マ
ン
は
、
乳
児
に
お
け
る
「
先

行
的
概
念
大
系
が
、
世
界
を
探
究
し
理
解
す
る
た
め
の
生
得
的
に
進
化
を
遂
げ

た
戦
略
な
い
し
表
象
を
当
初
か
ら
駆
使
し
て
学
習
を
拘
束
し
形
作
っ
て
ゆ
く
」

（W
ELLM

A
N  &

 G
ELM

A
N,  529

）
と
い
う
主
張
を
提
示
し
て
い
る
が
、
こ
う
し

た
主
張
は
一
体
何
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
当
に

乳
児
は
「
先
行
的
概
念
大
系
」
を
所
有
し
て
い
て
、
乳
児
に
お
け
る
学
習
は
そ

の
「
戦
略
な
い
し
表
象
」
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
今

日
で
は
こ
の
問
い
に
対
し
て
肯
定
的
に
答
え
る
見
解
が
認
知
科
学
に
お
い
て
は

支
配
的
で
あ
り
、
定
説
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
地
位
を
占
め
て
い
る
。
乳

幼
児
に
よ
る
世
界
認
識
の
あ
り
方
に
関
す
る
一
連
の
認
知
科
学
的
研
究
を
レ

ヴ
ュ
ー
し
つ
つ
、
ウ
ェ
ル
マ
ン
と
ゲ
ル
マ
ン
は
、
ご
く
年
少
の
幼
児
と
い
え
ど

も
心
的
内
容
や
心
的
状
態
を
明
確
に
物
的
内
容
や
物
的
状
態
か
ら
区
別
す
る
こ

と
を
指
摘
し
た
上
で
、「
こ
の
区
別
は
基
本
的
に
よ
ち
よ
ち
歩
き
の
幼
児
に
お

い
て
明
ら
か
に
見
て
と
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
無
生
物
の
属
性
な
ら
び
に
そ
の
運

動
と
生
命
を
も
ち
自
発
的
に
動
く
も
の
と
そ
の
運
動
に
つ
い
て
の
乳
児
に
お
け

る
さ
ら
に
早
期
の
区
別
に
立
脚
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」（W

ELLM
A

N
 &

 

G
ELM

A
N,  546

）
と
述
べ
て
い
る
。
乳
幼
児
に
よ
る
世
界
認
識
は
そ
の
当
初
か

ら
決
し
て
未
分
化
な
も
の
で
も
無
構
造
な
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ウ
ェ

ル
マ
ン
と
ゲ
ル
マ
ン
が
概
括
し
て
い
る
よ
う
に
「
就
学
前
の
子
ど
も
、
よ
ち
よ

ち
歩
き
の
幼
児
、
さ
ら
に
は
赤
ん
坊
で
さ
え
、
生
物
と
無
生
物
、
固
形
物
と
不

定
形
な
物
質
、
物
体
と
出
来
事
、
心
と
物
を
区
別
す
る
の
で
あ
る
」（W

ELL-

M
A

N  &
 G

ELM
A

N,  556

）。
こ
こ
で
は
、
乳
幼
児
に
お
け
る
こ
う
し
た
世
界
認

識
が
は
じ
め
か
ら
一
定
の
対
象
区
分
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
根
本
的
に
制
約
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さ
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
、
こ
の
対
象
区
分
が
生
命
領
域
・
物
理
領
域
・
心
理
領

域
と
い
う
特
定
の
領
域
区
分
に
対
応
し
て
い
る
点
に
特
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

乳
幼
児
に
よ
る
世
界
認
識
の
あ
り
方
を
大
き
く
拘
束
し
方
向
づ
け
て
ゆ
く
認

識
機
構
が
こ
れ
ら
特
定
の
対
象
領
域
と
不
可
分
で
あ
れ
ば
、
乳
幼
児
に
お
け
る

学
習
の
あ
り
方
も
当
然
こ
れ
ら
特
定
の
対
象
領
域
に
即
し
て
基
本
的
な
制
約
を

被
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
乳
幼
児
が
選
択
的
に
反

応
す
る
刺
激
の
種
類
、
い
ち
早
く
注
意
を
振
り
向
け
る
対
象
の
範
囲
、
動
員
す

る
記
憶
や
処
理
す
る
情
報
の
様
態
な
ど
は
、
こ
れ
ら
特
定
の
対
象
領
域
と
の
結

び
つ
き
如
何
に
よ
っ
て
大
き
く
決
定
づ
け
ら
れ
、
こ
の
結
び
つ
き
の
埒
外
に
あ

る
も
の
は
そ
の
ま
ま
学
習
の
埒
外
に
追
い
や
ら
れ
る
傾
向
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。

ブ
ラ
ウ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
子
ど
も
た
ち
は
、
あ
る
種
の
特
権
的
な

部
類
の
情
報
に
つ
い
て
学
習
す
る
傾
向
を
付
与
さ
れ
て
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
れ

ら
の
バ
イ
ア
ス
は
、
注
意
を
制
約
し
学
習
を
方
向
づ
け
る
」（B

RO
W

N,  130

）

の
で
あ
る
が
、
ブ
ラ
ウ
ン
が
「
特
権
的
な
部
類
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
特
定

の
領
域
の
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
れ
ば
学
習
に
お
け
る
「
こ
れ
ら
初
期

の
バ
イ
ア
ス
は
、
出
現
し
て
く
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
基
盤
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ

て
、
利
用
し
う
る
知
覚
入
力
の
範
囲
の
な
か
か
ら
何
を
選
び
だ
す
か
を
決
定
す

る
、
も
し
く
は
少
な
く
と
も
制
約
す
る
」（B

RO
W

N,  112

）
の
で
あ
っ
て
、
き

わ
め
て
強
力
で
広
範
な
作
用
を
及
ぼ
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
ハ
ー
シ
ュ
フ
ェ
ル

ド
と
ゲ
ル
マ
ン
は
「
領
域
作
用
は
、
一
般
に
、
焦
点
化
さ
れ
拘
束
さ
れ
た
非
随

意
的
な
、
知
覚
的
、
概
念
的
な
ら
び
に
推
論
的
過
程
を
含
み
こ
ん
で
い
る
」

（H
IRSCH

FELD  &
 G

ELM
A

N,  23

）
と
概
括
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
強
力
な
学
習
バ
イ
ア
ス
を
も
た
ら
す
認
識
の
制
約
機
制
が
、
前
述

し
た
よ
う
に
生
命
領
域
・
物
理
領
域
・
心
理
領
域
と
い
う
特
定
の
領
域
に
呼
応

し
て
そ
れ
ぞ
れ
成
立
す
る
に
至
っ
た
背
景
要
因
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

問
題
に
関
し
て
進
化
心
理
学
者
の
コ
ス
ミ
デ
ス
と
ト
ー
ビ
ィ
は
、
端
的
に
進
化

の
過
程
に
お
け
る
適
応
上
の
有
利
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
コ
ス
ミ
デ
ス
と
ト
ー

ビ
ィ
は
「
二
つ
の
適
応
上
の
課
題
が
両
立
し
得
な
い
解
ま
た
は
単
に
相
異
な
る

解
を
有
す
る
と
き
は
、
単
一
の
一
般
解
は
特
殊
化
し
た
二
つ
の
解
よ
り
も
劣
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」（C

O
SM

ID
ES  &

 T
O

O
BY,  89

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
人

類
が
そ
の
進
化
の
過
程
で
直
面
し
た
適
応
上
の
課
題
が
複
数
種
類
あ
っ
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
に
重
要
な
複
数
の
適
応

上
の
課
題
が
そ
れ
ぞ
れ
属
し
て
い
る
各
領
域
毎
に
特
殊
な
認
識
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

コ
ン
パ
ク
ト
に
構
築
す
る
方
が
、
そ
れ
ら
複
数
領
域
に
共
通
に
適
用
さ
れ
る
単

一
の
汎
用
型
の
認
識
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
大
が
か
り
に
構
築
す
る
よ
り
も
適
応
度
が

は
る
か
に
高
く
、
自
然
淘
汰
に
お
い
て
ず
っ
と
有
利
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

コ
ス
ミ
デ
ス
と
ト
ー
ビ
ィ
は
「
行
っ
て
は
ま
ず
い
こ
と
は
領
域
毎
に
お
よ
そ
異

な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
上
首
尾
な
行
動
帰
結
の
何
た
る
か
が
相
互
に
全
く
異
質

な
領
域
が
存
在
す
る
の
と
同
じ
数
だ
け
領
域
固
有
の
認
識
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」（C

O
SM

ID
ES  &

 T
O

O
BY,  92

）
と
主
張
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
「
領
域
固
有
の
認
認
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
し
て
認
知
科
学
の
研
究
に

お
い
て
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
生
命
領
域
、
物
理
領
域
、
心
理
領
域

に
か
か
わ
る
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
認
識
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
認
識
メ

カ
ニ
ズ
ム
は
、
七
百
万
年
に
も
わ
た
る
人
類
の
進
化
の
過
程
で
構
築
さ
れ
た
も



一
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の
な
の
で
あ
り
、
そ
の
対
象
領
域
が
物
理
、
生
物
、
心
理
に
特
定
さ
れ
る
に

至
っ
た
の
は
、
農
耕
文
明
よ
り
は
る
か
以
前
の
も
っ
ぱ
ら
狩
猟
採
集
に
依
拠
し

て
い
た
人
類
に
と
っ
て
、
物
的
対
象
へ
の
働
き
か
け
、
動
植
物
と
の
交
渉
、
共

同
体
内
で
の
対
人
的
な
や
り
と
り
が
適
応
上
ま
さ
に
死
活
的
に
重
要
な
課
題
領

域
だ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
認
識
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
概
念
を
具
え
多
少
と
も
組

織
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
理
論
（
素
朴
理
論
）
を
形
成
し
て
お
り
、
素

朴
物
理
学
、
素
朴
生
物
学
、
素
朴
心
理
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
あ
る
い
は
、
直

観
的
物
理
学
と
か
民
間
物
理
学
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
）。
素
朴
物
理

学
、
素
朴
生
物
学
、
素
朴
心
理
学
は
、
ち
ょ
う
ど
母
語
が
自
ず
と
獲
得
さ
れ
る

よ
う
に
、
通
例
特
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
て
も
い
わ
ば
自
然
発
生
的
に
獲

得
さ
れ
る
し
、
そ
の
萌
芽
が
発
達
の
最
初
期
に
早
く
も
乳
児
に
お
い
て
確
認
さ

れ
る
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
素
朴
物
理
学
、
素
朴
生
物
学
、
素

朴
心
理
学
を
形
作
る
素
朴
理
論
は
本
人
の
意
識
に
の
ぼ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
日
常
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
実
際
的
な
役
割
を
果
た
し
て

お
り
、
子
ど
も
だ
け
で
は
な
く
大
人
に
と
っ
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
成
立
の
背
景
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
本
来
こ
れ
ら
の
素
朴
理

論
は
生
存
に
か
か
わ
る
適
応
上
の
課
題
に
定
位
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し

て
科
学
的
真
理
の
認
識
に
定
位
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
エ
ル
タ
ー
は
「
直
観

的
物
理
学
〔
＝
素
朴
物
理
学
〕
は
た
と
え
ば
道
具
製
造
と
住
居
作
り
の
た
め
に

必
要
で
あ
る
」（O

ERT
ER,  175

）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
も
と
よ
り
道
具
製
造

や
住
居
作
り
は
、
有
機
体
と
し
て
の
人
間
が
生
存
の
確
保
を
図
る
上
で
切
実
な

問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
物
理
現
象
に
関
す
る
科
学
的
認
識
の
探
究
と
は
本

来
次
元
を
異
に
し
て
い
る
。
素
朴
理
論
と
科
学
理
論
は
相
互
に
異
質
で
あ
り
、

素
朴
理
論
が
学
習
バ
イ
ア
ス
を
駆
動
す
る
限
り
、
そ
れ
は
科
学
的
認
識
を
強
固

に
妨
げ
ず
に
は
お
か
な
い
し
、
教
育
に
よ
る
科
学
的
知
識
の
媒
介
を
阻
害
す
る

こ
と
も
必
至
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
の
二
つ
の
節
で
は
、
素
朴
物
理
学
と
素

朴
生
物
学
を
と
り
あ
げ
て
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
論
点
を
整
理
す
る
こ
と
に
し

た
い
。

三
　
物
理
的
事
象
の
認
識
と
素
朴
物
理
学

　

素
朴
物
理
学
は
、
物
体
の
運
動
や
力
の
作
用
な
ど
物
理
的
事
象
に
関
す
る
一

定
の
思
考
様
式
に
根
ざ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
大
人
で
あ
れ
子
ど
も
で
あ
れ
ほ

と
ん
ど
の
人
間
が
も
っ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
。

教
育
や
学
習
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
点
は
、
素
朴
物
理
学
が
非
科
学
的
な
思

考
を
強
力
に
誘
発
し
て
学
習
に
顕
著
な
バ
イ
ア
ス
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。

　

一
例
を
あ
げ
よ
う
。
あ
る
人
が
手
に
石
を
持
ち
そ
の
手
を
肩
の
高
さ
に
あ
げ

て
早
足
で
前
に
進
ん
で
い
る
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
、
や
が
て
そ
の
人
が
手
に

持
っ
て
い
る
石
を
離
し
た
な
ら
、
石
は
ど
の
よ
う
な
経
路
を
た
ど
る
か
と
い
う

設
問
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
マ
ク
ロ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
設
問
に
対
し

て
大
半
の
人
々
は
、
石
は
手
か
ら
離
さ
れ
た
点
か
ら
直
線
に
沿
っ
て
真
下
に
す

と
ん
と
落
下
す
る
と
答
え
る
（cf.  M

cC
LO

SK
EY,  114

）。
こ
の
答
え
は
も
っ
と

も
ら
し
く
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
全
く
の
誤
答
で
あ
る
。
実
際
に
は
、



学
習
バ
イ
ア
ス
と
教
育

一
二
三

石
は
真
下
に
落
下
す
る
の
で
は
な
く
、
前
方
（
石
を
手
に
し
て
い
た
人
の
進
行

方
向
）
に
落
下
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
石
は
手
か
ら
離
さ
れ
た
点
か
ら

慣
性
の
法
則
に
従
っ
て
前
方
に
（
空
気
抵
抗
を
無
視
す
る
と
）
等
速
で
直
進
し

つ
つ
重
力
の
作
用
を
受
け
て
垂
直
方
向
に
加
速
し
な
が
ら
ほ
ぼ
放
物
線
に
沿
っ

て
落
下
す
る
の
で
あ
る
。
マ
ク
ロ
ス
キ
ー
は
「
明
ら
か
に
単
純
な
状
況
の
も
と

で
の
物
体
の
運
動
に
つ
い
て
多
く
の
人
々
は
顕
著
な
誤
謬
を
抱
い
て
い
る
」

（M
cC

LO
SK

EY,  114

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
物
体
の
運
動
に
つ
い
て
考

え
る
際
、
多
く
の
人
々
が
素
朴
物
理
学
の
非
科
学
的
な
思
考
様
式
に
強
く
拘
束

さ
れ
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
物
理
的
事
象
に
関
す
る
思
考
を
方
向
づ
け
る
素
朴
物
理
学
は
、

発
達
の
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
着
実
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
物
理
的
事
象
に
か
か
わ
る
根
本
的
な
思
考
の
枠
組
の
端
緒
は
、
早
く
も
乳

児
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
確
認
さ
れ
る
。
乳
児
に
関
す
る
認
知
科
学

的
研
究
を
レ
ヴ
ュ
ー
し
た
ウ
ェ
ル
マ
ン
と
ゲ
ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
生
後
一
年
未

満
で
乳
児
は
、
物
体
が
存
続
す
る
こ
と
、
物
体
は
他
の
物
体
が
当
た
る
と
動
き

だ
す
こ
と
、
物
体
は
連
続
的
な
経
路
を
た
ど
っ
て
動
く
こ
と
を
認
識
す
る
し
、

や
が
て
は
物
体
に
対
す
る
重
力
の
作
用
、
さ
ら
に
は
物
体
は
支
え
ら
れ
れ
ば
重

力
の
作
用
に
対
抗
し
て
落
下
し
な
い
こ
と
な
ど
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
（cf.

W
ELLM

A
N  &

 G
ELM

A
N,  531-532

）。
ま
た
、
生
後
十
ヶ
月
に
な
れ
ば
、
時
間

的
空
間
的
な
糸
口
を
用
い
て
物
体
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
し
、
実
験
に
よ
っ

て
「
十
二
ヶ
月
児
は
、
大
人
と
同
様
に
属
性
・
種
類
の
情
報
に
即
し
て
物
体
を

個
別
化
し
た
」（W

ELLM
A

N  &
 G

ELM
A

N,  532

）
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う
。

乳
児
が
物
理
的
事
象
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
を
概
括
し
て
、
ケ
ア

リ
ー
と
ス
ペ
ル
キ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
乳
児
に
と
っ
て
物
体
は
、

一
体
性
と
連
続
性
と
接
触
の
原
理
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

物
体
と
は
、
時
空
的
に
連
続
し
た
経
路
に
沿
っ
て
動
く
際
に
自
ら
の
輪
郭
を
保

持
し
、
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
相
互
に
作
用
し
あ
う
一
体
的
な
固
形
物

な
の
で
あ
る
」（C

A
REY  &

 S
PELK

E,  189

）。
乳
児
に
よ
る
物
理
的
事
象
の
認

識
を
特
徴
づ
け
る
こ
れ
ら
の
要
因
は
、
そ
の
後
の
発
達
に
お
い
て
さ
ら
に
堅
固

な
も
の
と
な
り
、
ま
た
洗
練
の
度
を
増
し
て
ゆ
く
。
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
、

幼
児
は
教
え
ら
れ
な
く
て
も
、
物
体
が
小
さ
な
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
小

さ
な
部
分
も
ま
た
物
体
で
あ
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
る
し
、
固
形
物
と
非
固

形
物
（
水
や
一
定
量
の
砂
な
ど
）
を
概
念
的
に
区
別
す
る
に
至
る
（cf.W

ELL-

M
A

N  &
 G

ELM
A

N,  534

）。「
こ
の
概
念
的
区
別
は
、
言
語
に
お
け
る
質
量
名
詞

〔
＝
不
加
算
名
詞
で
あ
る
物
質
名
詞
や
抽
象
名
詞
〕
と
加
算
名
詞
の
相
違
を
子

ど
も
が
言
語
的
に
マ
ス
タ
ー
す
る
に
先
だ
っ
て
成
立
し
て
い
る
」（W

ELLM
A

N 

&
 G

ELM
A

N , 534

）
と
い
う
ウ
ェ
ル
マ
ン
と
ゲ
ル
マ
ン
の
指
摘
は
興
味
深
い
。

　

こ
う
し
た
物
理
的
事
象
に
関
す
る
乳
幼
児
の
認
識
は
、
そ
れ
な
り
に
組
織

だ
っ
て
お
り
一
つ
の
理
論
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
ブ
ラ
ウ
ン
は
「
幼
児
に
お
け
る
物
体
の
知
覚
は
、
物
理
的
世
界
に

つ
い
て
の
諸
概
念
を
系
統
だ
て
て
組
み
合
わ
せ
た
も
の
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（B

RO
W

N,  112

）
と
述
べ
た
う
え
で
、
そ
の
諸

概
念
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
の
一
つ
は
「
ひ
と
た
び
運
動

状
態
に
置
か
れ
る
と
、
運
動
の
経
路
は
あ
る
予
測
可
能
な
属
性
を
も
つ
」



一
二
四

（Ibid.

）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ル
マ
ン
と
ゲ
ル
マ
ン
も
い
う
よ
う
に

「
ご
く
幼
い
子
ど
も
で
も
物
理
的
対
象
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
を
理
解
し
て
お

り
、
単
な
る
表
面
的
特
徴
を
乗
り
超
え
て
そ
れ
ら
の
根
底
に
あ
る
概
念
的
構
成

お
よ
び
属
性
に
即
し
て
物
理
的
対
象
に
つ
い
て
推
論
を
行
う
の
で
あ
る
」

（W
ELLM

A
N  &

 G
ELM

A
N,  534

）。

　

物
理
的
事
象
に
関
す
る
こ
う
し
た
系
統
だ
っ
た
見
方
は
、
発
達
の
初
期
か
ら

出
現
し
て
、
そ
の
後
も
基
本
的
に
保
持
さ
れ
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
や
が
て
素

朴
物
理
学
が
確
立
さ
れ
る
。
素
朴
物
理
学
の
思
考
様
式
は
直
観
に
即
応
し
て
お

り
、
そ
の
顕
著
な
特
徴
は
、
何
よ
り
も
人
間
の
日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
遂
行
さ
れ
る
物
的
対
象
の
操
作
に
適
合
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い

う
点
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
素
朴
物
理
学
は
物
的
対
象
を
相
手
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
い
わ
ば
生
身
の
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
形
作
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
生
身
の
人
間
が
日
々
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
「
こ
の
現
実

の
物
理
的
世
界
で
は
、
運
動
は
自
然
に
終
息
し
、
物
体
を
運
動
さ
せ
続
け
る
に

は
骨
を
折
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
垂
直
運
動
と
水
平
運
動
は
異
な
っ
て
経
験
さ
れ

る
」（R

ESN
ICK, 486

）
と
レ
ズ
ニ
ッ
ク
は
述
べ
て
い
る
が
、
素
朴
物
理
学
の
運

動
概
念
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
運
動
の
捉
え
方
に
呼
応
し
て
い
る
。
素
朴
物
理

学
の
こ
う
し
た
運
動
概
念
が
ご
く
自
然
な
印
象
を
与
え
る
の
は
、
一
つ
に
は
人

間
の
日
常
的
な
生
活
の
舞
台
が
物
理
的
な
摩
擦
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
世
界
で

あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
点
と
の
関
連
で
ハ
シ
ュ
ウ
ェ
ー
は
次
の
よ
う
に
指
摘

し
て
い
る
。「
摩
擦
だ
ら
け
の
世
界
で
は
、
物
体
は
動
く
た
め
に
は
押
さ
れ
る

必
要
が
あ
り
、
物
体
は
普
通
こ
の
〈
押
し
〉
の
方
向
に
動
く
が
、
我
々
が
押
す

の
を
止
め
る
と
し
ま
い
に
は
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
速
度
は
力
に
比
例

す
る
と
い
う
考
え
方
は
物
体
を
相
手
に
や
り
と
り
す
る
た
め
に
は
至
っ
て
適
切

で
あ
る
」（H

A
SH

W
EH, ʼ86, 231-232

）。
ハ
シ
ュ
ウ
ェ
ー
が
と
り
あ
げ
て
い
る

右
の
考
え
方
で
は
「
力
に
比
例
す
る
」
の
が
加
速
度
で
は
な
く
「
速
度
」
と
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
素
朴
物
理
学
の
非
科
学
的
な
性
格
の
一
端
が
よ
く
現

れ
て
い
る
。

　

レ
ズ
ニ
ッ
ク
は
、「
あ
る
種
の
基
本
前
提
が
素
朴
物
理
学
に
よ
る
説
明
の
根

底
に
あ
っ
て
そ
れ
を
拘
束
し
て
い
る
」（R

ESN
ICK, 486

）
点
に
注
意
を
促
し
て
、

そ
の
基
本
前
提
を
二
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
一
つ
は
レ
ズ
ニ
ッ
ク
が
「
静
止
の

前
提
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
、
そ
れ
は
「
あ
る
状
況
を
説
明
を
要
す
る
も
の

と
し
て
、
他
の
状
況
を
自
然
な
、
し
た
が
っ
て
説
明
不
要
な
も
の
と
し
て
選
び

だ
す
」（Ibid.

）。
も
う
一
つ
は
「
作
用
の
前
提
」
で
、
こ
れ
は
「
受
容
可
能
な

説
明
の
基
準
を
設
定
す
る
」（Ibid.

）。
こ
れ
ら
二
種
類
の
基
本
前
提
が
素
朴
物

理
学
の
思
考
様
式
を
い
か
に
拘
束
す
る
か
に
つ
い
て
、
レ
ズ
ニ
ッ
ク
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。「
静
止
の
前
提
は
、
静
止
し
て
い
る
こ
と
が
物
体
の
自
然

な
状
態

0

0

だ
と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
、
静
止
し
て
い
る
物
体
は
説
明
を
要
さ
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
物
体
は
た
だ
存
在
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

だ
け
で
あ
る
。

対
照
的
に
、
運
動
は
状
態
の
変
化
で
あ
り
、
状
態
の
変
化
と
し
て
説
明
を
要
す

る
」（R

ESN
ICK, 486-487

）。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
た
っ
て
素
朴
物
理
学
は
、

も
っ
ぱ
ら
そ
の
変
化
を
引
き
起
こ
し
た
作
用
因
に
即
し
た
説
明
を
行
う
。
レ
ズ

ニ
ッ
ク
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
科
学
的
な
説
明
に
お
い
て
は
「
た
と
え
ば
力
は
、

た
だ
質
量
や
加
速
度
が
増
加
す
る
が
ゆ
え
に
増
加
す
る
の
で
あ
っ
て
、
質
量
や



学
習
バ
イ
ア
ス
と
教
育

一
二
五

加
速
度
が
変
化
の
作
用
因
で
あ
る
が
ゆ
え
に
増
加
す
る
の
で
は
な
い
」

（R
ESN

ICK, 487

）
の
で
あ
る
が
、「
作
用
の
前
提
」
に
立
脚
す
る
限
り
素
朴
物

理
学
が
こ
う
し
た
科
学
的
な
説
明
の
次
元
に
到
達
す
る
こ
と
は
ま
さ
に
論
理
的

に
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
大
多
数
の
人
々
は
、
物
理
的
事
象
の
認
識
に
関

す
る
限
り
素
朴
物
理
学
の
域
を
で
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
エ
ル
タ
ー
は
素
朴

物
理
学
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
を
次
の
よ
う
に
対
比
し
て
い
る
。「
我
々
の
日

常
的
な
理
解
〔
＝
素
朴
物
理
学
〕
に
お
い
て
は
、
静
止
が
初
期
状
態
で
あ
る
。

何
か
を
運
動
さ
せ
る
た
め
に
は
力
（
衝
突
、
モ
ー
タ
ー
、
生
物
に
あ
っ
て
は
筋

力
）
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
初
期
状
態
と
し
て
運
動
を
、

変
化
と
し
て
加
速
度
を
選
ん
だ
の
で
あ
っ
た
」（O

ERT
ER,  174

）。
こ
の
簡
潔

な
対
比
は
、
物
理
的
事
象
に
対
す
る
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
素
朴
物
理
学
の
前

科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
決
定
的
な
相
違
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
素
朴

物
理
学
が
科
学
以
前
の
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
内
容

が
支
離
滅
裂
で
断
片
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
素
朴
物
理
学

は
、
中
核
的
原
理
（
レ
ズ
ニ
ッ
ク
が
挙
げ
て
い
る
二
つ
の
基
本
前
提
な
ど
）
を

基
軸
に
し
て
堅
固
に
組
織
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
決
し
て
見
失
っ
て
は
な
ら
な

い
。
堅
固
に
組
織
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
思
考
を
強
く
拘
束
し
学

習
バ
イ
ア
ス
の
大
き
な
要
因
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

物
理
的
事
象
は
日
常
の
卑
近
な
出
来
事
の
一
部
を
な
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
今

日
で
は
教
育
内
容
の
一
環
で
あ
り
、
生
徒
は
教
育
を
通
じ
て
物
理
的
事
象
に
関

す
る
科
学
的
認
識
を
獲
得
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
生
徒
は

教
育
に
先
行
し
て
素
朴
物
理
学
を
い
わ
ば
血
肉
と
し
て
お
り
、
そ
の
前
科
学
的

な
思
考
様
式
や
特
徴
的
な
予
断
を
必
ず
や
教
育
の
場
に
も
ち
こ
ん
で
く
る
。
ハ

シ
ュ
ウ
ェ
ー
は
「
こ
れ
ら
の
予
断
は
変
化
に
抵
抗
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」

（H
A

SH
W

EH, ʼ88, 121

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
に
き
わ
め
て
頑
強
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
具
体
例
を
挙
げ
よ
う
。
あ
る
国
立
大
学
の
学
生
八
二

名
（
男
性
四
四
名
、
女
性
三
八
名
）
を
被
験
者
と
し
て
高
垣
が
行
っ
た
調
査
で

は
、
中
学
校
レ
ヴ
ェ
ル
の
単
純
な
物
理
の
問
題
が
四
題
被
験
者
に
提
示
さ
れ
た
。

そ
の
な
か
の
最
も
む
ず
か
し
い
問
題
は
、
斜
め
上
方
に
投
げ
あ
げ
ら
れ
た
ボ
ー

ル
に
作
用
す
る
力
の
方
向
を
問
う
問
題
で
あ
る
。
被
験
者
は
、
ボ
ー
ル
が
上
昇

し
て
い
る
と
き
（
ａ
点
）、
最
高
点
に
達
し
た
と
き
（
ｂ
点
）、
下
降
し
て
い
る

と
き
（
ｃ
点
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ボ
ー
ル
に
作
用
し
て
い
る
力
の
向
き
を
、
質
問

紙
に
描
か
れ
た
ボ
ー
ル
の
軌
跡
図
の
ａ
点
、
ｂ
点
、
ｃ
点
の
箇
所
に
、
空
気
抵

抗
は
無
視
し
て
矢
印
で
記
入
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
を
書
き
添
え
る
よ
う

求
め
ら
れ
た
。
正
答
は
、
ａ
点
、
ｂ
点
、
ｃ
点
い
ず
れ
に
お
い
て
も
（
空
気
抵

抗
を
無
視
す
れ
ば
）
ボ
ー
ル
に
は
真
下
の
方
向
に
重
力
だ
け
し
か
作
用
し
て
い

な
い
の
で
皆
等
し
く
下
向
き
の
矢
印
を
記
入
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
八
二
名
の

大
学
生
の
被
験
者
の
う
ち
正
答
で
き
た
の
は
わ
ず
か
に
四
名
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

誤
答
し
た
被
験
者
が
書
き
添
え
た
説
明
は
「
投
げ
上
げ
ら
れ
た
ボ
ー
ル
に
は
、

な
な
め
上
に
飛
ぼ
う
と
す
る
力
が
働
い
て
い
る
。
こ
の
力
は
徐
々
に
減
少
し
て

い
き
地
面
に
落
ち
る
」（
高
垣
、
二
一
九
～
二
二
〇
）
と
い
っ
た
も
の
で
、
素

朴
物
理
学
の
非
科
学
的
な
思
考
様
式
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
。
被
験
者
の
大

学
生
は
当
然
中
学
や
高
校
で
物
理
学
の
初
歩
を
学
習
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
身

近
な
物
理
的
事
象
に
対
し
て
「
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
の
世
界
と
は
異
な
る
説
明



一
二
六

的
枠
組
み
」（
高
垣
、
二
二
〇
）
を
も
ち
だ
す
の
で
あ
る
。

　

マ
ク
ロ
ス
キ
ー
は
、
学
習
す
べ
き
科
学
的
内
容
が
生
徒
の
側
で
素
朴
物
理
学

の
「
直
観
的
予
断
に
適
合
す
る
よ
う
に
誤
解
さ
れ
歪
曲
さ
れ
て
し
ま
う
」

（M
cC

LO
SK

EY,  122

）
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
う
し
た
可
能

性
は
き
わ
め
て
高
い
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
を
見
す
え
た
う
え
で
、
素
朴
理
論
が

生
徒
に
も
た
ら
す
学
習
バ
イ
ア
ス
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
素
朴
理

論
を
知
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
生
徒
が
あ
ら
か
じ
め
も
っ

て
い
る
知
識
の
根
深
さ
と
頑
迷
さ
を
把
握
し
な
け
れ
ば
、
我
々
は
科
学
的
な
理

解
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
」（C

A
REY, 1127

）
と
い
う
ケ
ア
リ
ー
の
指

摘
は
正
鵠
を
射
て
い
る
。

四
　
生
命
事
象
の
認
識
と
素
朴
生
物
学

　

物
理
的
事
象
に
関
す
る
認
識
の
枠
組
が
発
達
の
ご
く
初
期
か
ら
出
現
し
て
素

朴
物
理
学
を
形
成
す
る
よ
う
に
、
生
命
に
関
す
る
事
象
に
つ
い
て
も
領
域
固
有

の
認
識
が
生
後
か
な
り
早
く
か
ら
乳
児
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
や
が
て
素
朴
生
物
学
と
し
て
組
織
化
さ
れ
、
生
命
事
象
に
関
す
る
思
考

を
方
向
づ
け
る
に
至
る
。

　
「
生
き
も
の
の
種
類
に
つ
い
て
の
確
信
の
な
か
に
は
概
し
て
早
く
か
ら
出
現

し
首
尾
が
一
貫
し
て
い
て
難
な
く
獲
得
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
」（H

IRSCH
FELD  

&
 G

ELM
A

N,  21

）
と
ハ
ー
シ
ュ
フ
ェ
ル
ド
と
ゲ
ル
マ
ン
は
述
べ
て
い
る
が
、
乳

幼
児
は
生
命
領
域
に
属
す
る
ど
の
よ
う
な
事
象
に
い
つ
ご
ろ
か
ら
い
か
な
る
認

識
を
示
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
細
か
い
論

点
を
た
ど
る
こ
と
は
差
し
控
え
、
二
三
の
事
実
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
た
い
。

シ
ー
ガ
ル
に
よ
れ
ば
「
実
際
、
赤
ん
坊
で
さ
え
、
一
〇
ヵ
月
ま
で
に
は
、
人
間

と
イ
ヌ
な
ど
の
人
間
以
外
の
動
物
、
そ
し
て
車
の
よ
う
な
事
物
の
特
徴
を
区
別

し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
注
意
の
パ
タ
ー
ン
を
示
す
」（
シ
ー
ガ
ル
、

一
三
八
）。
こ
う
し
た
注
意
の
パ
タ
ー
ン
が
ほ
と
ん
ど
の
乳
児
に
お
い
て
同
じ

よ
う
に
早
く
か
ら
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
生
物
領
域
に
特

化
し
た
多
分
に
先
天
的
な
認
識
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
介
在
し
て
い
る
と
見
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
エ
ル
タ
ー
は
「
乳
児
は
生
後
一
年
も
経
た
な
い
う
ち
に

生
物
の
動
き
と
動
か
さ
れ
た
物
体
の
動
き
を
区
別
す
る
」（O

ERT
ER,  172

）
と

い
う
事
実
に
注
目
し
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
認
識
能
力
に
よ
っ
て
大
半
の
動
物

を
無
生
物
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
や
が
て
そ
こ
か
ら
動
物
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
形
成
さ
れ
て
く
る
点
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
充
分
注
目
に
値
す
る

事
実
で
あ
る
。
動
物
の
動
き
と
物
体
の
動
き
の
相
違
を
わ
ず
か
一
年
に
も
満
た

な
い
期
間
の
経
験
の
み
を
通
じ
て
乳
児
が
学
習
す
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い

の
で
、
や
は
り
こ
こ
で
も
乳
児
に
あ
ら
か
じ
め
具
わ
っ
て
い
る
生
物
領
域
固
有

の
認
識
機
制
が
強
力
に
作
用
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
生
命
事
象
に
関
す
る
乳

幼
児
の
認
識
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
所
見
に
照
ら
し
て
シ
ー
ガ
ル
が
い
う
よ

う
に
「
幼
児
は
生
物
と
無
生
物
を
き
ち
ん
と
区
別
す
る
と
い
う
意
味
で
、「
生

命
」
の
概
念
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
」（
シ
ー
ガ
ル
、
一
三
八
）。

　

幼
児
に
お
け
る
生
物
と
無
生
物
の
区
別
、
動
物
に
固
有
の
動
き
の
認
識
、
さ

ら
に
は
生
命
概
念
の
把
握
な
ど
の
諸
要
因
は
決
し
て
ば
ら
ば
ら
に
分
離
し
て
い



学
習
バ
イ
ア
ス
と
教
育

一
二
七

る
の
で
は
な
く
、
生
物
領
域
を
扱
う
一
つ
の
認
識
機
制
す
な
わ
ち
素
朴
生
物
学

と
し
て
組
織
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。
カ
イ
ル
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
幼
児
に
お
け
る
素
朴
生
物
学
で
は
「
生
物
の
種
類
一
般
に
関
す
る

確
信
が
よ
り
抽
象
的
な
形
で
組
み
合
わ
さ
れ
て
お
り
」（K

EIL,  281-282

）、
そ

れ
が
「
よ
り
特
殊
な
生
物
学
的
現
象
の
基
底
に
あ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の

推
論
を
方
向
づ
け
る
」（K

EIL,  282

）
働
き
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

素
朴
生
物
学
が
援
用
す
る
説
明
原
理
と
し
て
は
、
生
気
論
と
本
質
主
義
が
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
エ
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
生
気
論
は
「
成
長
と
繁
殖
を
も
た
ら

し
外
傷
を
自
然
治
癒
さ
せ
る
一
種
の
生
命
力
」（O

ERT
ER,  172

）
を
基
軸
と
す

る
思
考
様
式
で
あ
り
、
本
質
主
義
は
こ
の
生
気
論
を
さ
ら
に
拡
張
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
た
と
え
ば
「
種
子
の
な
か
に
は
す
で
に
で
き
あ
が
っ
た
植
物
が
含
ま
れ

て
い
る
」（Ibid.

）
と
い
っ
た
推
論
を
誘
発
す
る
思
考
様
式
で
あ
る
。

　

素
朴
物
理
学
と
同
様
に
こ
う
し
た
素
朴
生
物
学
も
科
学
的
思
考
と
は
大
き
く

か
け
離
れ
て
い
る
。
具
体
例
を
挙
げ
よ
う
。
カ
イ
ル
は
「
ほ
と
ん
ど
の
幼
稚
園

児
は
（
多
く
の
大
人
た
ち
と
同
様
に
）
菌
が
主
に
呼
吸
器
系
に
限
定
さ
れ
る
正

確
な
説
明
よ
り
も
、〈
黴
菌
〉
が
体
全
体
を
冒
す
と
い
う
、
風
邪
に
つ
い
て
の

説
明
を
強
く
選
好
す
る
」（K

EIL,  281

）
事
実
を
指
摘
し
て
、「
こ
う
し
た
選
好

パ
タ
ー
ン
、
な
い
し
は
〔
風
邪
な
ど
の
〕
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
仮
説
の
方
向

づ
け
は
、
特
に
他
の
バ
イ
ア
ス
と
結
合
し
て
首
尾
一
貫
し
た
組
織
を
形
成
す
る

場
合
に
は
一
つ
の
理
論
を
構
成
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ

う
」（Ibid.

）
と
述
べ
て
い
る
。
一
つ
の
理
論
、
す
な
わ
ち
素
朴
生
物
学
が
生

命
事
象
に
関
す
る
見
方
を
前
科
学
的
な
次
元
に
拘
束
す
る
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と

が
見
て
と
れ
る
。
ま
た
、
エ
ル
タ
ー
は
「
植
物
は
動
か
な
い
の
で
、
ご
く
幼
い

子
ど
も
は
植
物
を
生
物
に
数
え
な
い
」（O

ERT
ER,  172

）
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ

も
、
や
が
て
「（
就
学
前
に
は
）
植
物
も
生
物
に
算
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」

（O
ERT

ER,  175

）
と
述
べ
て
い
る
。
植
物
を
生
物
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
編
入
す
る

学
習
は
、
自
ら
動
く
か
動
か
な
い
か
で
動
物
と
植
物
を
区
別
す
る
学
習
と
同
様

に
ご
く
容
易
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
エ
ル
タ
ー
が
い
う
よ
う
に

「
子
ど
も
に
と
っ
て
（
と
き
に
は
大
人
に
と
っ
て
も
）
植
物
と
動
物
の
よ
り
深

い
根
本
的
な
相
違
を
認
識
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」（Ibid.

）。
植
物
と
動
物

の
相
違
に
関
す
る
科
学
的
認
識
が
困
難
を
伴
う
の
は
、
そ
れ
が
生
化
学
の
研
究

成
果
と
不
可
分
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
無
機
物
を
有
機
物
へ
変
換
す
る
過
程
、

二
酸
化
炭
素
と
酸
素
の
摂
取
あ
る
い
は
排
出
、
光
合
成
の
働
き
等
々
は
、
も
と

よ
り
素
朴
生
物
学
の
埒
外
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
学
習
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
素
朴
生
物
学
の
次
元
を
は
る
か
に
超
え

で
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
生
徒
の
う
ち
に
深
く
根
づ
い
た
素
朴
生
物
学
の

思
考
様
式
は
そ
れ
を
阻
害
こ
そ
す
れ
、
決
し
て
促
進
す
る
こ
と
は
な
い
。

五
　
認
識
の
段
階
区
分

　

進
化
論
的
認
識
論
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
フ
ォ
ル
マ
ー
は
、
人
間
に
お
け
る

認
識
を
そ
の
あ
り
方
に
即
し
て
三
段
階
に
区
分
し
て
い
る
。
本
節
で
は
素
朴
物

理
学
や
素
朴
生
物
学
な
ど
の
素
朴
理
論
と
の
関
連
で
フ
ォ
ル
マ
ー
に
よ
る
認
識

の
三
段
階
区
分
を
と
り
あ
げ
る
。
な
お
、
こ
の
段
階
区
分
は
、
心
理
学
に
お
け



一
二
八

る
発
達
段
階
説
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

　

フ
ォ
ル
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
に
お
け
る
認
識
は
、
そ
の
精
緻
さ
や
規
模
な

ど
に
応
じ
て
順
に
知
覚
認
識
、
経
験
的
認
識
、
科
学
的
認
識
の
三
つ
に
段
階
区

分
さ
れ
る
。
ご
く
単
純
な
知
覚
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
当
人
が
感
覚
与
件
を
解

釈
し
て
認
識
対
象
を
再
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
一
種
の
認
識
で
あ
る
が
、

一
般
に
知
覚
認
識
は
無
意
識
的
没
批
判
的
で
直
観
的
で
あ
る
。
次
の
段
階
の
経

験
的
認
識
は
「
言
語
的
定
式
化
、
単
純
な
論
理
的
推
論
、
観
察
と
一
般
化
、
抽

象
化
と
概
念
形
成
を
導
入
す
る
」（V

O
LLM

ER,  Bd.1, 130

）
の
で
意
識
的
で
あ

る
が
、
や
は
り
没
批
判
的
で
あ
る
。
最
高
段
階
の
科
学
的
認
識
は
、
約
言
す
れ

ば
精
密
科
学
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
認
識
で
あ
っ
て
意
識
的
か
つ
批
判
的
で
あ

り
、
し
ば
し
ば
非
直
観
的
で
あ
る
（vgl.  V

O
LLM

ER, Bd.1, 129-130, 208

）。

素
朴
理
論
は
、
こ
れ
ら
三
種
類
の
認
識
の
う
ち
も
っ
ぱ
ら
知
覚
認
識
と
経
験
的

認
識
の
産
物
で
あ
り
、
科
学
的
認
識
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。

　

フ
ォ
ル
マ
ー
が
区
分
し
た
三
種
類
の
認
識
の
う
ち
、
特
異
性
が
断
然
き
わ

だ
っ
て
い
る
の
は
科
学
的
認
識
で
あ
る
。「
知
覚
と
経
験
は
遺
伝
的
に
制
約
さ

れ
て
い
る
が
、
科
学
は
そ
う
で
は
な
い
」（V

O
LLM

ER, Bd.1, 209

）
と
フ
ォ
ル

マ
ー
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
科
学
的
認
識
と
は
異
な
っ
て
、
人
間
に
お
け
る

知
覚
認
識
と
経
験
的
認
識
は
、
遺
伝
を
通
じ
て
祖
先
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
大

脳
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
の
認
識
装
置
の
解
剖
学
的
、
生
理
学
的
さ
ら
に
は
心

理
学
的
諸
条
件
に
直
接
強
く
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
フ
ォ
ル
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
ら
大
脳
を
は
じ
め
と
す
る
「
我
々
の
認
識
装
置
は
生
物
学
的
進
化
の
産
物
で

あ
る
。
主
観
的
認
識
構
造
は
世
界
に
適
合
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
進

化
の
過
程
で
現
実
世
界
に
適
応
す
る

0

0

0

0

よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
」

（V
O

LLM
ER, Bd.1, 133

）。
適
応
と
は
本
来
科
学
的
認
識
で
は
な
く
生
存
に
か

か
わ
る
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
フ
ォ
ル
マ
ー
の
「
進
化
論
的
認
識

論
は
、
人
間
の
脳
を
ま
ず
第
一
に
認
識
の
器
官
と
し
て
で
は
な
く
、
生
存
確
保

の
た
め
の
器
官
と
し
て
と
ら
え
る
」（Ibid.

）
に
至
る
。

　

人
類
の
進
化
は
実
に
百
万
年
を
単
位
と
す
る
規
模
の
過
程
で
あ
る
。
人
間
に

具
わ
っ
て
い
る
認
識
装
置
が
そ
う
し
た
進
化
の
帰
結
で
あ
る
以
上
、
コ
ス
ミ
デ

ス
と
ト
ー
ビ
ィ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
更
新
世
の
狩
猟
採
集
者
と
し
て
我
々
の

祖
先
が
直
面
し
た
状
況
が
、
我
々
の
認
識
装
備
が
解
決
す
べ
く
デ
ザ
イ
ン
さ
れ

た
一
群
の
適
応
上
の
諸
問
題
を
規
定
し
て
い
る
」（C

O
SM

ID
ES  &

 T
O

O
BY,  87

）

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
群
の
適
応
上
の
諸
問
題
は
農
耕
文
明
の
は
る
か
以
前
の

世
界
に
属
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
科
学
的
認
識
以
前
の
段
階
に
結
び
つ
い
て

い
る
。
こ
れ
と
の
関
連
で
フ
ォ
ル
マ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
科
学

的
認
識
は
過
去
数
百
年
な
い
し
た
か
だ
か
数
千
年
の
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
知
覚
と
経
験
は
す
で
に
数
百
万
年
来
の
も
の
で
あ
る
」（V

O
LLM

ER,  Bd.1, 

130

）。
人
類
の
進
化
が
数
百
万
年
か
け
て
形
作
っ
た
人
間
の
認
識
装
置
の
解
剖

学
的
、
生
理
学
的
、
心
理
学
的
な
諸
条
件
が
わ
ず
か
数
千
年
か
数
百
年
で
根
底

か
ら
改
変
さ
れ
刷
新
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
人
間
の
認
識
装

置
に
と
っ
て
、
素
朴
理
論
を
超
え
た
次
元
の
科
学
的
認
識
に
取
り
組
む
こ
と
は

本
来
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
を
行
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
顕
著
な
学
習
バ
イ
ア
ス
が
生
ず
る
の
は
必
至
で
あ
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
エ
ル
タ
ー
が
い
う
よ
う
に
「
進
化
の
遺
産
で
は
も
は
や
不
充
分
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と
な
る
や
障
壁
が
た
ち
は
だ
か
る
」（O

ERT
ER,  173

）
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

六
　
教
育
と
学
習
バ
イ
ア
ス

　

学
習
バ
イ
ア
ス
は
教
育
に
容
易
な
ら
ざ
る
課
題
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
課
題
を
抱
え
て
教
育
は
袋
小
路
に
は
い
り
こ
ん
で
い

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
科
学
的
認
識
の
獲
得
は
、
知
覚
や
経
験
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
た
直
観
的
な
素
朴
理
論
の
拘
束
か
ら
生
徒
の
思
考
が
解
放
さ
れ
な
い
限
り

達
成
さ
れ
え
な
い
の
に
、
科
学
的
認
識
が
生
徒
の
う
ち
に
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば

素
朴
理
論
の
拘
束
力
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
ケ
ア
リ
ー
は
「
科
学
を
教
え
る
こ
と
の
目
標
は
、
理
解
の
た
め
の
新
し
い

シ
ェ
マ
、
生
徒
の
能
力
の
範
囲
内
に
は
ま
だ
な
い
シ
ェ
マ
を
与
え
る
こ
と
で
あ

る
」（C

A
REY, 1123

）
と
述
べ
て
、
そ
こ
に
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
見
出
し
て

い
る
。「
科
学
の
学
習
の
場
合
に
は
、
生
徒
は
…
理
解
の
基
盤
を
形
成
す
る
た

め
に
活
用
し
う
る
シ
ェ
マ
を
す
で
に
保
有
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
」（Ibid.

）

か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
深
刻
な
も
の
に
し
て
い
る
の
は
、
生
徒
の
内
な

る
知
覚
認
識
や
経
験
的
認
識
に
根
ざ
し
た
予
断
が
科
学
的
認
識
の
獲
得
に
対
し

て
及
ぼ
す
阻
害
作
用
で
あ
る
。
フ
ォ
ル
マ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
生
徒
は
「
決
し

て
何
の
予
断
も
も
た
ず
に
、
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
と
し
て
授
業
に
臨
む
の
で
は
な
い
。

生
徒
に
お
け
る
表
象
の
一
部
は
遺
伝
的
に
形
成
さ
れ
、
さ
ら
に
一
部
は
日
々
の

体
験
に
よ
っ
て
型
ど
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
言
語
と
教
育
が
さ
ら
に
先
入
主
を

加
え
て
い
る
」（V

O
LLM

ER, Bd.2, 152

）。
生
徒
の
内
な
る
こ
れ
ら
の
予
断
や

先
入
主
は
素
朴
物
理
学
な
ど
特
定
の
領
域
に
呼
応
す
る
素
朴
理
論
と
し
て
堅
固

に
組
織
化
さ
れ
て
お
り
、
生
徒
に
よ
る
認
識
を
固
有
の
特
徴
的
な
前
科
学
的
思

考
様
式
に
強
力
に
拘
束
す
る
。
教
育
の
場
で
生
徒
が
自
ら
の
経
験
を
通
じ
て
素

朴
理
論
を
徐
々
に
洗
練
し
て
ゆ
き
、
や
が
て
は
科
学
的
認
識
に
到
達
す
る
と
い

う
よ
う
な
事
態
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
そ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ケ
ア
リ
ー
と
ス

ペ
ル
キ
ー
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
生
徒
に
と
っ
て
は
「
そ
の
〔
素
朴
理
論
の
〕

組
織
に
合
致
す
る
対
象
だ
け
し
か
経
験
さ
れ
る
う
え
で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
」（C

A
REY  &

 S
PELK

E,  178

）
か
ら
で
あ
る
。
科
学
的
認
識
の
獲
得
に
関

す
る
限
り
、
教
育
は
生
徒
が
す
で
に
保
有
し
て
い
る
認
識
に
足
場
を
求
め
る
こ

と
は
か
な
わ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
と
関
連
し
て
、「
認
識

に
お
け
る
進
歩
は
、
新
た
な
思
考
的
構
築
物
を
建
造
す
る
こ
と
だ
け
に
あ
る
の

で
は
な
く
、
同
時
に
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
確
信
を
打
ち
破
り
除
去
し
去
る
こ
と

に
も
あ
る
の
で
あ
る
」（V

O
LLM

ER, Bd.2, 154

）
と
い
う
フ
ォ
ル
マ
ー
の
指
摘

は
、
ま
こ
と
に
意
味
深
長
で
あ
る
。「
こ
れ
ま
で
の
確
信
」
に
依
拠
す
る
限
り
、

そ
の
確
信
に
い
か
に
洗
練
の
度
を
加
え
よ
う
と
、
学
習
が
知
覚
認
識
や
経
験
的

認
識
の
次
元
を
脱
す
る
見
込
み
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
さ
し
く
こ
う
し
た
文
脈
で
、
レ
ズ
ニ
ッ
ク
は
「
子
ど
も
た
ち
が
、
も
と
も

と
も
っ
て
い
る
確
信
を
洗
練
す
る
の
で
は
な
く
て
ほ
か
の
も
の
と
置
き
換
え
る

の
を
手
助
け
す
る
方
法
が
見
出
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」（R

ESN
ICK, 489

）
と
述

べ
て
い
る
。
で
は
、
い
っ
た
い
ど
う
す
れ
ば
教
師
は
生
徒
に
対
し
て
そ
う
い
う

手
助
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
答
え
て
レ
ズ
ニ
ッ
ク
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は
、
ま
こ
と
に
率
直
に
「
我
々
は
こ
れ
を
行
う
非
常
に
よ
い
方
法
を
い
ま
だ
見

出
し
て
は
い
な
い
」（Ibid.

）
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
素
朴
理
論
の
土
壌
で
あ

る
知
覚
認
識
や
経
験
的
認
識
が
数
百
万
年
に
も
及
ぶ
人
類
進
化
を
背
景
と
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
科
学
的
認
識
は
数
百
年
前
な
い
し
た
か
だ
か
数
千
年
前
に

出
現
し
た
に
す
ぎ
な
い
新
し
い
特
異
な
認
識
形
態
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

「
非
常
に
よ
い
方
法
」
が
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
も
ご
く
当
然
の

こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
レ
ズ
ニ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
「
も
と
も
と

も
っ
て
い
る
概
念
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
に
経
験
を
通
じ
て
生
徒
を
直
面
さ
せ

れ
ば
、
そ
の
刺
激
で
生
徒
は
そ
れ
ま
で
の
考
え
方
を
退
け
て
新
し
い
〔
科
学
的

な
〕
考
え
方
を
受
容
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
当
初
の
考
え
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
あ
ま
り
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
」（R

ESN
ICK, 489-490

）。

こ
う
し
た
「
当
初
の
考
え
」
に
基
づ
く
教
育
実
践
が
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
の
は
、

ま
さ
に
生
徒
の
学
習
バ
イ
ア
ス
に
充
分
な
考
慮
を
払
わ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

生
徒
の
学
習
バ
イ
ア
ス
が
生
徒
自
身
の
経
験
に
支
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の

経
験
に
訴
え
て
生
徒
の
学
習
バ
イ
ア
ス
の
克
服
を
図
る
と
い
う
教
育
の
発
想
は

方
向
を
と
り
違
え
て
い
る
。
フ
ォ
ル
マ
ー
は
前
科
学
的
な
考
え
方
と
科
学
的
な

考
え
方
を
生
徒
に
同
時
に
提
示
し
て
両
者
を
対
照
さ
せ
る
教
授
法
を
推
奨
し
て

い
る
が
（vgl.V

O
LLM

ER, Bd.2, 153-156

）、
こ
れ
に
よ
っ
て
所
期
の
成
果
が
達

成
さ
れ
る
も
の
か
、
同
様
の
理
由
か
ら
疑
問
な
し
と
し
な
い
。

　

一
定
の
成
果
を
も
た
ら
す
方
策
と
し
て
レ
ズ
ニ
ッ
ク
は
「
特
殊
な
物
理
学
的

モ
デ
ル
に
組
織
化
さ
れ
た
」
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
る
教
授
法
を
と
り
あ
げ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
生
徒
側
に
も
教
師
側
に
も
膨
大
な
時
間
と
精
力
の
投
入
を
強
い

る
割
に
は
得
ら
れ
る
も
の
が
余
り
に
も
僅
少
で
あ
る
と
い
う
（cf.R

ESN
ICK, 

490

）。
さ
ら
に
、
レ
ズ
ニ
ッ
ク
は
そ
う
し
た
難
点
を
伴
わ
な
い
も
う
一
つ
の
教

授
法
に
も
着
目
し
て
い
る
が
、
こ
の
教
授
法
に
は
抵
抗
や
失
望
を
禁
じ
得
な
い

人
も
少
な
く
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
教
授
法
の
基
本
原
理
は
、
生
徒

の
前
科
学
的
な
思
考
様
式
と
は
か
け
離
れ
た
特
定
の
中
核
的
な
科
学
的
概
念
を

生
徒
に
じ
か
に
教
示
し
た
う
え
で
、
生
徒
が
数
多
く
の
事
例
に
そ
の
科
学
的
概

念
を
適
用
す
る
の
を
指
導
す
る
と
い
う
一
種
の
ド
リ
ル
方
式
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
（cf.R

ESN
ICK, 490

）。
レ
ズ
ニ
ッ
ク
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
教
授

法
で
は
「
生
徒
は
最
初
の
う
ち
は
〔
科
学
的
〕
概
念
を
む
し
ろ
機
械
的
に
適
用

す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の
概
念
が
知
的
効
力
を
発
揮
す
る
の
で
や
が
て
は
そ

れ
ら
に
確
信
を
抱
く
よ
う
に
な
る
」（R

ESN
ICK, 490

）
と
い
う
考
え
方
が
と
ら

れ
て
い
る
。
概
念
の
適
用
を
概
念
内
容
の
咀
嚼
に
先
行
さ
せ
る
こ
う
し
た
「
考

え
方
は
さ
ら
に
経
験
的
テ
ス
ト
を
必
要
と
す
る
」（Ibid.

）
と
述
べ
て
レ
ズ

ニ
ッ
ク
は
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
慎
重
な
見
方
を
し
て
い
る
が
、
適
用
を
最
優

先
さ
せ
る
こ
う
し
た
や
り
方
は
科
学
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
関
す
る
ク
ー
ン
の
記

述
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
依
拠
し
た
科
学
を
ク
ー
ン
は
「
通
常
科

学
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
ク
ー
ン
は
「
科
学
者
は
決
し
て
概
念
や
法
則
や
理
論

を
抽
象
的
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
と
し
て
学
ぶ
も
の
で
な
い
こ
と
」

（
ク
ー
ン
、
五
二
）
に
注
意
を
促
し
つ
つ
、「
通
常
科
学
」
の
概
念
や
法
則
な

ど
に
「
科
学
者
は
初
め
か
ら
そ
の
適
用
と
共
に
、
適
用
を
通
し
て
示
さ
れ
る
歴

史
的
、
教
育
的
な
セ
ッ
ト
の
中
で
遭
遇
す
る
の
で
あ
る
」（
同
前
）
と
強
調
し

て
い
る
。
ク
ー
ン
に
よ
れ
ば
、「
通
常
科
学
」
に
お
い
て
は
「
理
論
を
学
ぶ
過
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程
は
そ
の
適
用
の
研
究
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
適
用
に
は
鉛
筆
と
紙
に
よ

る
練
習
問
題
や
、
実
験
室
の
装
置
も
含
ま
れ
て
い
る
」（
ク
ー
ン
、
五
三
）
の

で
あ
る
。

　
　
文
献
　（
引
用
文
中
の
〔　

〕
内
は
、
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
欧
文
文
献

に
お
け
る
強
調
の
た
め
の
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
部
分
に
は
、
引
用
に
際
し
て
傍
点
を
付
し
た
。）

ク
ー
ン
、
ト
ー
マ
ス
『
科
学
革
命
の
構
造
』（
中
山
茂
訳
）、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
一
年

シ
ー
ガ
ル
、
マ
イ
ケ
ル
『
子
ど
も
の
知
性
と
大
人
の
誤
解
―
子
ど
も
が
本
当
に
知
っ
て
い
る

こ
と
―
』（
外
山
紀
子
訳
）、
新
曜
社
、
二
〇
一
〇
年

高
垣
マ
ユ
ミ
「
大
学
生
は
い
か
に
力
の
プ
リ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
を
変
容
さ
せ
る
か
」、『
発
達

心
理
学
研
究
』、
第
一
五
巻
、
二
〇
〇
四
年
、
二
一
七
～
二
二
九
頁
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