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九

序

　

人
間
が
日
常
的
に
行
う
多
様
な
行
為
の
な
か
に
あ
っ
て
、
教
え
る
と
い
う
行

為
、
教
育
行
為
は
独
特
の
性
質
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
多
分
に
教
育
行
為

が
対
人
的
行
為
で
あ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

人
間
が
従
事
す
る
対
人
的
行
為
に
は
教
育
行
為
以
外
に
も
種
々
の
も
の
が
あ
る

が
、
教
育
行
為
は
、
多
く
の
場
合
、
相
手
す
な
わ
ち
生
徒
に
よ
る
知
的
認
識
の

達
成
を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
き
わ
だ
っ
て
お
り
特
異
で
あ
る
。

　

教
育
行
為
に
お
い
て
相
手
側
（
生
徒
側
）
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
い
る
知
的
認
識
は
、
一
般
に
対
人
的
行
為
に
お
い
て
相
手
側
に
要
請

さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
と
比
較
す
る
と
、
相
手
側
（
生
徒
側
）
に
と
っ
て

ハ
ー
ド
ル
が
非
常
に
高
い
場
合
が
し
ば
し
ば
見
う
け
ら
れ
る
。
ハ
ー
ド
ル
が
非

常
に
高
け
れ
ば
生
徒
に
と
っ
て
教
育
内
容
が
習
得
し
が
た
く
な
る
事
態
が
生
ず

る
の
は
当
然
の
結
果
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
要
因
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
の
う
ち
、
本
稿
が
以
下
に
お
い
て
も
っ
ぱ
ら
注
目
す

る
の
は
、
発
達
の
ご
く
早
い
う
ち
か
ら
生
徒
の
内
部
で
作
用
し
て
生
徒
の
思
考

を
強
力
に
方
向
づ
け
て
ゆ
く
認
識
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
稿
で
は
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
生
徒
に

よ
る
生
物
学
的
進
化
の
概
念
の
習
得
（
な
い
し
は
不
習
得
）
を
と
り
あ
げ
る
こ

と
に
す
る
。

　

以
下
、
ま
ず
第
一
節
で
は
、
生
徒
さ
ら
に
は
一
般
の
成
人
に
お
い
て
生
物
学

的
進
化
が
お
よ
そ
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
（
あ
る
い
は
誤
解
さ
れ

て
い
る
の
か
）
を
概
観
し
、
第
二
節
で
は
教
育
の
効
果
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。

続
く
第
三
節
で
は
、
生
物
学
的
進
化
の
概
念
の
的
確
な
習
得
を
阻
害
し
て
い
る

要
因
と
し
て
生
徒
内
部
の
認
識
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
第

四
節
で
、
こ
の
生
徒
内
部
の
認
識
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
よ
っ
て
き
た
る
背
景
を
探
る

こ
と
に
し
た
い
。
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進
化
の
誤
概
念

　

制
度
化
さ
れ
た
学
校
教
育
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
教
科
で
い
ろ
い
ろ
な
内
容
が
と

り
あ
つ
か
わ
れ
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
一
般
に
習
得
す
る
の
が
か
な
り
困
難
な

も
の
も
少
な
く
な
い
。
生
物
の
進
化
に
関
す
る
諸
事
象
も
、
多
く
の
生
徒
・
学

生
に
と
っ
て
、
さ
ら
に
は
一
般
の
成
人
に
と
っ
て
も
、
正
確
に
理
解
し
習
得
す

る
こ
と
が
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
く

つ
も
の
調
査
研
究
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
エ
ヴ
ァ
ン
ズ

は
「
上
級
の
生
物
学
の
学
生
お
よ
び
医
学
部
生
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
年
齢
と
熟

達
度
の
生
徒
・
学
生
に
関
す
る
一
群
の
研
究
を
通
じ
て
、
大
半
の
者
が
自
然
淘

汰
を
理
解
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
一
貫
し
て
見
出
さ
れ
て
い
る
」

（E
V
A
N
S, 2000, p.222

）
と
述
べ
て
、
自
然
淘
汰
の
概
念
の
習
得
が
多
く
の
生

徒
・
学
生
に
と
っ
て
困
難
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
は
続

け
て
「
種
の
起
源
に
関
し
て
生
物
学
的
な
見
方
を
と
る
者
で
も
せ
い
ぜ
い
の
と

こ
ろ
、
ラ
マ
ル
ク
的
な
進
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
す
な
わ
ち
獲
得
形
質
の
遺
伝
を
ひ
き

あ
い
に
だ
す
程
度
で
あ
る
」（Ibid.

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
獲
得
形
質
が
遺
伝

す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
の
「
ラ
マ
ル
ク
的
な

進
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
は
実
際
広
範
に
見
出
さ
れ
る
進
化
の
誤
概
念
で
、
生
徒
や

学
生
た
ち
は
「
種
の
適
応
的
変
化
を
説
明
す
る
た
め
に
一
種
の
〈
ラ
マ
ル
ク
的
〉

理
論
づ
け
を
デ
フ
ォ
ル
ト
的
に
も
ち
だ
す
こ
と
が
多
い
」（E

V
A
N
S, 2001, 

p.219

）
と
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
は
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
学
入
学
後
ま
だ
生
物

学
や
進
化
論
の
科
目
を
受
講
し
た
こ
と
の
な
い
大
学
生
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化

論
の
基
本
原
理
の
理
解
度
を
調
べ
る
た
め
の
設
問
に
答
え
て
も
ら
い
、
そ
の
際

に
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
説
明
を
分
析
し
た
フ
ェ
ラ
ー
リ
と
チ
ー
も

「
最
も
あ
り
ふ
れ
た
非
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
な
説
明
は
ラ
マ
ル
ク
的
説
明
で
あ
る
」

（F
ERRA

RI &
 C

H
I, p.1241

）
と
述
べ
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
学
生
た
ち
が
、

生
物
の
「
変
化
は
親
も
し
く
は
全
体
と
し
て
の
種
に
よ
る
意
図
的
行
為
か
ら
生

ず
る
」（Ibid.

）
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
フ
ェ
ラ
ー

リ
と
チ
ー
に
よ
れ
ば
「
学
生
た
ち
は
〔
生
物
の
〕
変
化
が
、
新
し
い
あ
る
い
は

現
存
の
環
境
的
諸
条
件
に
対
す
る
反
応
と
し
て
自
ず
と
生
じ
て
く
る
と
も
考
え

て
い
る
の
で
あ
る
」（Ibid.

）。

　

エ
ヴ
ァ
ン
ズ
が
用
い
て
い
る
「
デ
フ
ォ
ル
ト
的
に
云
々
」
と
い
う
右
の
表
現

が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
進
化
の
誤
概
念
は
決
し
て
生
徒
や
学
生
毎
に
千
差

万
別
と
い
う
の
で
は
な
く
、
か
な
り
内
容
が
共
通
し
て
い
て
比
較
的
少
数
の
パ

タ
ー
ン
に
類
別
さ
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
圏
の
子
ど
も
、
生
徒
・
学
生
、
成

人
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
多
く
の
調
査
研
究
の
結
果
か
ら
進
化
に
関
す

る
共
通
の
特
徴
的
な
誤
概
念
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
典
型
は

エ
ヴ
ァ
ン
ズ
が
い
う
よ
う
に
「
あ
る
個
体
群
に
属
す
る
個
体
が
新
た
な
環
境
か

ら
の
要
求
に
対
応
し
つ
つ
生
涯
に
わ
た
っ
て
変
化
を
遂
げ
、
後
続
世
代
が
そ
の

変
化
を
継
承
し
て
ゆ
く
と
す
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
以
前
の
誤
っ
た
小
進
化
の
概
念
」

（E
V
A
N
S, 2008, p.282

）
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
進
化
の
誤
概
念
に
根
ざ
し
た
非
科
学
的
な
考
え
方
に
は
い
く
つ
か
の

特
徴
が
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
最
も
顕
著
な
も
の
は
、
人
間
も
含
め
て
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生
物
の
個
体
さ
ら
に
は
個
体
群
や
種
そ
の
も
の
の
「
必
要
」
や
「
目
的
」
の
観

念
を
も
ち
だ
し
、
そ
れ
に
固
執
す
る
、
あ
る
い
は
支
配
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
も
、
多
く
の
生
徒
・
学
生
た
ち
に
見
ら
れ

る
生
物
の
進
化
に
関
す
る
考
え
方
が
「
個
々
の
有
機
体
の
必
要
や
目
的
に
対
す

る
決
着
と
し
て
適
応
を
も
ち
だ
し
て
く
る
」（E

V
A
N
S, 2001, p.220

）
こ
と
に

注
意
を
促
し
て
、
そ
う
し
た
考
え
方
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論
と
の
根
本
的
な
相

違
を
指
摘
し
て
い
る
。「
必
要
」
や
「
目
的
」
の
観
念
に
依
拠
し
た
こ
の
非
科

学
的
な
考
え
方
は
、
生
徒
た
ち
に
よ
っ
て
突
然
変
異
に
す
ら
適
用
さ
れ
る
。
ス

ペ
イ
ン
の
中
等
学
校
生
を
対
象
と
す
る
調
査
研
究
を
行
っ
た
バ
ネ
ッ
ト
と
ア
ユ

ソ
に
よ
れ
ば
、
突
然
変
異
に
関
し
て
生
徒
た
ち
が
表
明
し
た
非
科
学
的
な
見
解

の
最
た
る
も
の
は
「
有
機
体
は
生
き
延
び
る
必
要
が
あ
る
の
だ
か
ら
突
然
変
異

が
起
こ
る
の
だ
」（B

A
N
ET &

 A
Y
U
SO, p.379

）
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

バ
ネ
ッ
ト
と
ア
ユ
ソ
は
突
然
変
異
に
関
す
る
生
徒
た
ち
の
こ
う
し
た
主
張
内
容

を
分
析
し
て
い
く
つ
か
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
見
出
し
て
い
る
。
例
を
挙
げ

る
と
、「
突
然
変
異
は
環
境
の
変
化
に
対
す
る
対
応
と
し
て
起
こ
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
種
は
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
主
張
す
る
生
徒
も
い

る
」（Ibid.

）
し
、
突
然
変
異
は
絶
滅
の
可
能
性
を
「
回
避
す
る
た
め
の
試
み
」

（Ibid.

）
で
あ
る
と
考
え
る
生
徒
も
い
る
。

　

突
然
変
異
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
非
科
学
的
で
恣
意
的
な
見
解
は
、
中
等
学

校
の
生
徒
だ
け
で
は
な
く
大
学
生
の
間
に
も
広
く
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ

カ
の
大
学
生
に
お
け
る
進
化
概
念
の
理
解
に
つ
い
て
調
べ
た
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ア

ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
突
然
変
異
と
自
然
淘
汰
は
別
々
の
事
象
で
あ
る
の
に

「
多
く
の
学
生
は
、
二
つ
の
別
個
の
過
程
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
で
き

て
い
な
い
の
で
あ
る
」（B

ISH
O
P &

 A
N
D
ERSO

N, p.422

）。
そ
の
結
果
、
個
体

群
の
な
か
で
新
た
な
形
質
が
出
現
す
る
こ
と
と
、
そ
の
形
質
が
時
間
を
経
て
定

着
し
て
ゆ
く
こ
と
と
の
区
別
も
な
さ
れ
な
い
の
で
、
学
生
た
ち
は
「
種
の
特
質

が
少
し
ず
つ
徐
々
に
変
化
し
て
ゆ
く
単
一
の
過
程
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
」

（Ibid.

）。
こ
う
し
て
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
い
う
よ
う
に
「
こ
れ
ら

の
学
生
た
ち
は
（
ラ
ン
ダ
ム
な
過
程
と
自
然
淘
汰
で
は
な
く
て
）
環
境
が
形
質

を
時
間
の
経
過
と
と
も
に
変
化
さ
せ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
」（Ibid.

）。
ビ

シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
進
化
に
関

す
る
こ
う
し
た
非
科
学
的
な
考
え
方
を
分
析
し
、
そ
の
根
底
に
三
つ
の
基
本
原

理
を
確
認
し
て
い
る
。
第
一
は
「
有
機
体
は
生
き
延
び
る
た
め
に
新
し
い
形
質

を
必
要
と
す
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
ら
の
新
し
い
形
質
を
発
達
さ
せ
る
」（Ibid.

）

と
す
る
「
必
要
」
の
原
理
で
あ
る
。
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
「
必
要
」

の
観
念
と
結
び
つ
い
た
原
理
を
ま
ず
最
初
に
挙
げ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

第
二
は
「
種
は
そ
の
成
員
が
特
定
の
器
官
な
い
し
能
力
を
使
用
す
る
が
ゆ
え
に
、

あ
る
い
は
使
用
し
な
い
が
ゆ
え
に
変
化
す
る
」（Ibid.

）
と
主
張
す
る
ラ
マ
ル

ク
的
な
用
・
不
用
の
原
理
で
あ
る
が
、
使
用
す
る
か
し
な
い
か
は
生
存
上
の

「
必
要
」
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
用
・
不
用
の
原
理
は
右
の
「
必
要
」

の
原
理
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
第
三
は
適
応
の
原
理
で
あ
る
が
、
ビ

シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
「
多
く
の
学
生
た
ち
は
、
進
化
上
の
変
化
を
説

明
す
る
た
め
に
適
応
と
い
う
言
葉
を
（
環
境
に
対
応
し
て
変
化
を
遂
げ
る
個
人

と
い
う
）
そ
の
日
常
的
文
脈
に
お
い
て
用
い
て
い
る
」（Ibid.

）
点
に
注
意
を
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促
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
非
科
学
的
な
原
理
に
よ
っ
て
強
力
に
規
定
さ
れ
た
、
進
化
に

関
す
る
学
生
た
ち
の
考
え
方
に
見
ら
れ
る
き
わ
だ
っ
た
特
徴
を
二
三
と
り
あ
げ

て
み
よ
う
。
ま
ず
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
も
「
学
生
た
ち
の
素
朴
な
説

明
は
暗
黙
の
う
ち
に
ラ
マ
ル
ク
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
説
明
に
よ
れ

ば
獲
得
形
質
は
遺
伝
し
う
る
こ
と
に
な
る
」（Ibid.

）
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と

が
や
は
り
注
目
さ
れ
る
。
進
化
の
誤
概
念
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
と
き
に
は
、

「
ラ
マ
ル
ク
的
」
と
い
う
表
現
が
必
ず
用
い
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
「
多
数
の
学

生
た
ち
に
と
っ
て
は
、
あ
る
特
定
の
形
質
が
個
体
に
対
し
て
有
し
て
い
る
機
能

に
つ
い
て
の
説
明
は
、
そ
れ
自
体
で
そ
の
形
質
が
い
か
に
進
化
し
た
か
を
説
明

す
る
の
に
充
分
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
現
時
点
で
ヤ
マ
ア
ラ
シ
が
生
き

延
び
て
ゆ
く
の
に
針
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
、
そ
の
針
が
い
か
に
進
化

し
た
の
か
に
関
す
る
充
分
な
説
明
と
し
て
受
け
い
れ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
」（Ibid.

）。
こ
れ
は
、
因
果
関
係
に
関
す
る
説
明
と
単
な
る
機
能
に
関
す
る

説
明
と
を
峻
別
せ
ず
に
後
者
を
前
者
と
と
り
ち
が
え
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
ま
た
、
生
物
の
進
化
を
考
察
す
る
際
、
個
体
群
内
に
お
け
る
遺
伝
的
形

質
の
個
体
間
変
異
は
き
わ
め
て
重
要
な
要
因
で
あ
る
が
、
こ
の
論
点
に
関
す
る

ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
次
の
指
摘
も
重
要
で
あ
る
。「
素
朴
な
概
念

を
保
持
し
て
い
る
学
生
た
ち
は
、
変
異
を
進
化
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
と
は
見

な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
学
生
は
、
諸
個
体
か
ら
構
成
さ
れ
る
個
体
群
に
注
目
す

る
の
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
の
種
を
形
作
る
一
つ
の
過
程
と
し
て
進
化
を
考

え
た
の
で
あ
っ
た
」（B

ISH
O
P &

 A
N
D
ERSO

N, pp.422-423

）。
こ
う
し
た
考

え
方
か
ら
脱
却
し
な
い
限
り
、
進
化
を
個
体
群
中
の
遺
伝
子
頻
度
の
変
化
と
し

て
と
ら
え
る
科
学
的
な
見
方
に
到
達
す
る
こ
と
は
到
底
望
む
べ
く
も
な
い
こ
と

で
あ
る
。

　

最
後
に
、
社
会
人
に
見
ら
れ
る
進
化
の
誤
概
念
に
触
れ
て
本
節
を
結
ぶ
こ
と

に
し
た
い
。
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
が
紹
介
し
て
い
る
あ
る
調
査
で
は
、
ア
メ
リ
カ
、
カ

ナ
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
自
然
史
博
物
館
来
館
者
が
調

査
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
種
の
博
物
館
に
展
示
物
を
見
る
た

め
に
来
館
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
調
査
対
象
者
は
一
般
の
人
々
よ
り

も
生
物
学
に
強
い
興
味
関
心
を
抱
い
て
お
り
、
進
化
に
関
す
る
も
の
も
含
め
て

生
物
学
の
知
識
が
豊
富
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
調
査
の
結

果
、
こ
れ
ら
英
語
圏
四
ヶ
国
を
通
じ
て
、
来
館
者
の
う
ち
「
自
然
淘
汰
を
き
ち

ん
と
理
解
で
き
て
い
る
者
は
約
三
十
％
し
か
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ

る
。
…
博
物
館
来
館
者
た
ち
は
、
幼
児
や
学
齢
期
の
子
ど
も
、
大
学
生
た
ち
に

見
出
さ
れ
た
の
と
同
じ
種
類
の
進
化
に
関
す
る
誤
概
念
を
表
明
し
て
い
る
の
で

あ
る
」（E

V
A
N
S, 2008, p.280

）
と
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
は
述
べ
て
い
る
。
学
齢
以
前

の
子
ど
も
か
ら
成
人
に
い
た
る
ま
で
大
半
の
人
々
が
、
生
物
学
的
進
化
に
関
し

て
同
種
の
非
科
学
的
な
考
え
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
進
化
の
誤
概
念

で
あ
る
「
こ
れ
ら
の
考
え
の
普
遍
性
は
実
に
顕
著
で
あ
る
」（Ibid.

）
と
い
う

エ
ヴ
ァ
ン
ズ
の
指
摘
は
正
鵠
を
射
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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二　

教
育
の
効
果

　

前
節
で
と
り
あ
げ
た
進
化
の
誤
概
念
は
、
正
規
の
学
校
教
育
に
先
だ
っ
て
生

徒
の
内
部
に
形
成
さ
れ
、
い
っ
た
ん
形
成
さ
れ
る
と
教
育
の
働
き
に
対
し
て
頑

強
に
抵
抗
す
る
こ
と
が
多
く
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

を
概
括
し
て
フ
ェ
ラ
ー
リ
と
チ
ー
は
「
生
物
学
の
教
育
を
何
年
か
受
け
た
後
で

さ
え
も
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
の
基
本
的
原
理
に
関
す
る
誤
概
念
は
極
度
に

堅
固
で
あ
る
」（F

ERRA
RI &

 C
H
I, p.1233

）
と
述
べ
、
そ
う
し
た
誤
概
念
に

基
づ
い
て
生
徒
・
学
生
が
提
示
す
る
生
物
学
的
進
化
に
関
す
る
「
誤
っ
た
説
明

は
〔
正
し
い
説
明
へ
と
〕
変
化
を
遂
げ
る
こ
と
に
対
し
て
極
度
の
抵
抗
を
示
し
、

彼
ら
が
根
深
い
誤
概
念
を
心
底
か
ら
抱
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」

（F
ERRA

RI &
 C

H
I, p.1234

）
点
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
こ
れ
に

つ
い
て
多
少
細
か
く
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
前
節
で
と
り
あ
げ
た
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
る
調
査
研
究

を
再
度
参
照
す
る
と
、
調
査
対
象
の
大
学
生
は
こ
の
調
査
研
究
の
実
施
に
先

だ
っ
て
生
物
学
の
科
目
を
ど
の
程
度
す
で
に
履
修
し
て
い
た
か
で
分
類
を
施
さ

れ
て
い
る
。
一
ク
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
科
目
は
三
分
の
一
年
、
一
セ
メ
ス
タ
ー
の
科

目
は
二
分
の
一
年
に
換
算
し
て
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
調
査
対
象

の
大
学
生
を
、
す
で
に
履
修
し
た
生
物
学
の
科
目
が
〇
〜
一
年
の
グ
ル
ー
プ
、

一
年
超
〜
二
年
の
グ
ル
ー
プ
、
二
年
超
の
グ
ル
ー
プ
に
三
区
分
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
学
生
た
ち
に
、
新
し
い
形
質
の
起
源
と
そ
の
定
着
な
ど
生
物
学
的
進
化

論
の
基
本
的
論
点
に
関
す
る
設
問
に
答
え
さ
せ
る
プ
レ
テ
ス
ト
を
実
施
し
た
と

こ
ろ
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
間
で
結
果
に
さ
し
た
る
違
い
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
「
以
前
に
受
け
た
生
物
学
の
授

業
の
量
は
学
生
の
概
念
に
わ
ず
か
し
か
影
響
し
て
い
な
い
か
全
く
影
響
し
て
い

な
い
か
で
あ
っ
た
」（B

ISH
O
P &

 A
N
D
ERSO

N, p.424

）
と
述
べ
、
統
計
学
的

に
見
て
「
学
生
の
理
解
は
ど
の
論
点
に
関
し
て
も
以
前
の
生
物
学
の
学
習
と
は

有
意
に
関
連
し
て
い
な
か
っ
た
」（Ibid.

）
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

他
方
、
ブ
ラ
ン
ビ
ィ
が
行
っ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
医
学
部
生
を
対
象
と
す

る
調
査
も
興
味
深
い
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
日
本
と
同
じ
く
中
等
教
育
修
了

後
ひ
き
続
き
大
学
の
医
学
部
に
入
学
す
る
の
で
、
入
学
時
に
は
大
半
の
医
学
部

生
は
十
八
歳
で
あ
る
。
日
本
と
同
様
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
医
学
部
生
は
特

に
理
数
系
の
学
力
が
高
く
、
ブ
ラ
ン
ビ
ィ
が
い
う
よ
う
に
「
こ
れ
ら
の
学
生
は
、

熾
烈
な
入
学
競
争
の
た
め
、
大
学
教
育
段
階
に
到
達
し
た
時
点
で
最
も
成
功
を

収
め
た
理
系
の
学
生
た
ち
で
あ
る
」（B

RU
M

BY, p.494

）。
こ
う
し
た
医
学
部

生
に
生
物
学
的
進
化
の
基
本
概
念
で
あ
る
自
然
淘
汰
に
関
す
る
設
問
に
取
り
組

ん
で
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は
惨
澹
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ

ン
ビ
ィ
に
よ
れ
ば
「
自
然
淘
汰
に
よ
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論
は
中
等
学
校
の
生

物
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
核
概
念
で
あ
る
の
に
、
学
校
で
生
物
を
勉
強
し
た
学
生

十
八
名
中
十
五
名
が
、
部
分
的
な
理
解
か
乏
し
い
理
解
し
か
で
き
て
い
な
い
者

に
類
別
さ
れ
た
の
で
あ
る
」（B

RU
M

BY, p.499

）。「
こ
れ
ら
の
非
常
に
優
秀
な

理
系
の
学
生
た
ち
の
大
半
が
、
進
化
的
変
化
は
必
要
の
結
果
と
し
て
起
こ
る
の

だ
と
い
う
考
え
方
す
な
わ
ち
ラ
マ
ル
ク
的
な
考
え
方
を
携
え
て
〔
中
等
〕
学
校
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四

を
卒
業
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（Ibid.

）
と
い
う
ブ
ラ
ン
ビ
ィ
の
指
摘
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
調
査
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
の
医
学
部
生
が
表
明
し
た
の

も
前
節
で
と
り
あ
げ
た
の
と
全
く
同
種
の
誤
概
念
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
ま
た
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
る
調
査
研
究
に
も
ど
る
こ

と
に
す
る
。
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
調
査
対
象
の
大
学
生
た
ち
に
対

し
て
、
そ
の
生
物
学
的
進
化
の
概
念
を
誤
概
念
か
ら
科
学
的
概
念
に
変
化
さ
せ

る
こ
と
を
意
図
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
教
育
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
、
進
化
に
関
す
る
概
念
変
化
を
促
進
す
べ
く
作
ら
れ
た
教
材
、
実
験
室

で
の
作
業
、
映
像
資
料
、
学
生
た
ち
が
保
有
し
て
い
る
進
化
の
誤
概
念
の
欠
点

を
示
す
と
と
も
に
科
学
的
な
進
化
概
念
の
ポ
イ
ン
ト
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の

プ
リ
ン
ト
な
ど
を
駆
使
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン

ダ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
生
物
の
進
化
に
関
す
る
「
各
問
題
に
つ
い
て
進
化
的
変

化
を
説
明
す
る
の
に
科
学
的
概
念
を
使
用
で
き
る
学
生
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
は

二
十
五
％
未
満
か
ら
五
十
％
超
に
増
加
し
た
」（B

ISH
O
P &

 A
N
D
ERSO

N, 

p.425

）。
こ
れ
は
微
妙
な
数
字
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の

数
字
を
見
て
右
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
確
か
に
そ
れ
な
り
の
効
果
が
あ
っ
た

と
い
え
る
で
は
な
い
か
と
思
う
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
決
し
て
こ
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
を
楽
観
的
に
謳
う
わ

け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
悲
観
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
事
実
が
判
明

し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
触
れ
る
前
に
、
デ
マ
ス
タ
ー
ズ
ら
が
こ
の

ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
再
現
実
験
を

行
っ
て
い
る
の
で
、
先
に
そ
れ
を
見
て
お
こ
う
。
大
学
生
を
被
験
者
に
し
て
行

わ
れ
た
こ
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
再
現
実
験
で
は
、
実
は
い
い
結
果
が
で
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
生
物
学
的
進
化
に
関
す
る
ど
の
問
題
に
つ
い
て
も
科
学
的

概
念
を
用
い
る
こ
と
の
で
き
た
学
生
の
比
率
を
示
す
「
数
字
は
一
様
に
低
く
、

元
々
の
〔
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
〕
研
究
で
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の

よ
り
も
は
る
か
に
小
さ
く
て
、
二
十
五
％
を
超
え
な
い
」（D

EM
A
ST

ERS et al, 

p.540

）
こ
と
を
デ
マ
ス
タ
ー
ズ
ら
は
確
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

話
を
元
に
も
ど
す
。
右
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
に
つ
い
て
ビ
シ
ョ
ッ
プ

と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
悲
観
的
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
教
育
プ
ロ

グ
ラ
ム
が
結
局
の
と
こ
ろ
生
物
学
的
進
化
論
に
対
す
る
学
生
た
ち
の
基
本
的
態

度
に
さ
し
た
る
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ビ

シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
前
お
よ
び
実
施
後

に
当
該
の
学
生
た
ち
に
生
物
学
的
進
化
論
の
真
理
性
を
認
め
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
も
質
問
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
回
答
を
寄
せ
た
学
生
の
六
十
七
％
は
、

実
施
前
と
実
施
後
で
そ
の
回
答
に
変
化
が
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
、

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
前
に
は
生
物
学
的
進
化
論
の
真
理
性
を
認
め
よ
う
と
し

な
か
っ
た
の
に
、
実
施
後
に
は
一
転
し
て
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
は
皆

無
で
あ
っ
た
（Cf. B

ISH
O
P &

 A
N
D
ERSO

N, p.425

）。
こ
れ
は
、
学
生
た
ち
が

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
る
こ
と
で
進
化
論
の
内
容
を
あ
る
程
度
覚
え
は
し
た

も
の
の
、
そ
の
覚
え
た
内
容
に
内
心
で
は
少
し
も
納
得
し
て
は
い
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
進
化
論
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
「
自
然
淘
汰
の
過
程
に
関
す
る

理
解
が
改
善
し
た
学
生
た
ち
は
、
そ
の
理
論
の
真
理
性
に
つ
て
の
確
信
を
一
般
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五

に
変
え
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」（B

ISH
O
P &

 A
N
D
ERSO

N, p.426

）。
要

す
る
に
、
内
容
が
身
に
つ
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
教
材
、
教
育
内
容
、
教
育
方
法
の
改
善
を
図
る
こ
と
は
意
味
が

あ
る
し
重
要
で
あ
る
。
生
物
学
的
進
化
論
の
基
本
概
念
の
習
得
を
促
進
す
る
た

め
に
ど
の
よ
う
な
教
材
、
教
育
内
容
、
教
育
方
法
を
採
用
す
べ
き
か
と
い
う
点

に
意
を
用
い
た
研
究
の
代
表
格
は
、
ジ
ェ
ン
セ
ン
と
フ
ィ
ン
レ
イ
が
行
っ
た
研

究
で
あ
ろ
う
。
ジ
ェ
ン
セ
ン
と
フ
ィ
ン
レ
イ
の
研
究
は
、
二
種
類
の
教
材
・
教

育
内
容
と
二
種
類
の
教
育
方
法
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
合
計

四
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
構
成
し
、
大
学
生
を
被
験
者
に
し
て
各
パ
タ
ー
ン
の
教
育

効
果
を
調
べ
て
い
る
。
ジ
ェ
ン
セ
ン
と
フ
ィ
ン
レ
イ
が
と
り
あ
げ
た
二
種
類
の

教
材
・
教
育
内
容
と
は
、
①
一
般
的
標
準
的
な
入
門
書
的
教
科
書
に
即
し
た
教

材
・
教
育
内
容
と
②
科
学
的
進
化
論
以
前
の
博
物
学
者
た
ち
の
諸
学
説
（
実
は

そ
れ
ら
の
諸
学
説
は
学
生
た
ち
の
誤
概
念
と
内
容
や
発
想
が
通
底
し
て
い
る
）

に
対
す
る
批
判
的
検
討
を
重
視
し
た
教
材
・
教
育
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
二
種

類
の
教
育
方
法
と
は
、
ⓐ
伝
統
的
な
講
義
形
式
と
ⓑ
学
生
同
士
の
討
論
や
学
生

と
教
師
の
討
議
を
重
視
す
る
方
式
で
あ
る
。
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
は
、
①
×
ⓐ
、

①
×
ⓑ
、
②
×
ⓐ
、
②
×
ⓑ
で
あ
る
。
被
験
者
の
大
学
生
た
ち
を
四
群
に
分
け
、

そ
れ
ぞ
れ
の
群
に
右
の
相
異
な
る
パ
タ
ー
ン
を
採
用
し
た
六
回
構
成
の
授
業
を

受
け
さ
せ
た
う
え
で
、
授
業
終
了
後
二
週
間
の
時
点
で
進
化
論
に
関
す
る
事
後

テ
ス
ト
を
実
施
し
た
。
被
験
者
は
授
業
開
始
に
先
だ
っ
て
同
様
の
設
問
に
よ
る

事
前
テ
ス
ト
を
受
け
て
お
り
、
事
前
テ
ス
ト
と
事
後
テ
ス
ト
の
結
果
を
四
群
間

で
比
較
し
て
、
ど
れ
が
最
も
有
効
な
パ
タ
ー
ン
な
の
か
を
探
る
と
い
う
の
が

ジ
ェ
ン
セ
ン
と
フ
ィ
ン
レ
イ
の
研
究
の
趣
旨
で
あ
る
（Cf. JEN

SEN &
 F

IN
-

LEY, pp.882-885

）。

　

こ
の
研
究
で
用
い
ら
れ
た
事
前
テ
ス
ト
と
事
後
テ
ス
ト
は
い
ず
れ
も
記
述
式

で
、
進
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
進
化
に
関
す
る
用
語
の
意
味
内
容
な
ど
に
つ
い
て

文
章
を
記
す
こ
と
が
被
験
者
に
求
め
ら
れ
る
。
被
験
者
が
書
き
記
し
た
文
章
を

評
価
し
て
デ
ー
タ
を
得
る
た
め
に
、
ジ
ェ
ン
セ
ン
と
フ
ィ
ン
レ
イ
は
、
被
験
者

が
生
物
学
的
進
化
論
の
内
容
を
習
得
し
た
こ
と
を
示
す
区
分
枠
と
し
て
「
個
体

群
中
の
変
異
」・「
遺
伝
性
」・「
適
者
生
存
」・「
遺
伝
子
頻
度
の
変
化
」・「
誤
概

念
批
判
」・「
そ
の
他
」
の
六
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
け
る
と
と
も
に
、
被
験
者
が
進

化
に
つ
い
て
の
誤
概
念
に
固
執
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
区
分
枠
と
し
て
「
目
的

論
」・「
ラ
マ
ル
ク
主
義
」・「
自
然
神
学
」・「
そ
の
他
」
の
四
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設

け
て
い
る
。
被
験
者
が
テ
ス
ト
の
設
問
の
答
を
書
き
記
し
た
文
章
を
調
べ
て
、

し
か
る
べ
き
言
明
や
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
か
否
か
に
注
目
し
て
右
の
十
個
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
区
分
に
関
し
て
カ
ウ
ン
ト
を
行
う
。
た
と
え
ば
「
遺
伝
子
の
突
然

変
異
」
と
い
う
文
言
（
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
等
の
し
か
る
べ
き
言
明
や
文
言
）

が
使
用
さ
れ
て
い
れ
ば
「
個
体
群
中
の
変
異
」
一
回
と
カ
ウ
ン
ト
し
、「
生
き

延
び
た
個
体
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
死
に
絶
え
た
」
と
い
う
言
明
（
あ
る
い
は

そ
れ
と
同
等
の
し
か
る
べ
き
言
明
や
文
言
）
が
使
用
さ
れ
て
い
れ
ば
「
適
者
生

存
」
一
回
と
カ
ウ
ン
ト
す
る
。
同
様
に
、
誤
概
念
へ
の
固
執
に
関
し
て
も
、
た

と
え
ば
「
〜
す
る
た
め
に
進
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
っ
た
言
明

（
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
等
の
し
か
る
べ
き
言
明
や
文
言
）
が
使
用
さ
れ
て
い
れ

ば
「
目
的
論
」
一
回
と
カ
ウ
ン
ト
す
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
（Cf. JEN

SEN 



四
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&
 F

IN
LEY, pp. 885-888

）。

　

各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
カ
ウ
ン
ト
数
が
事
前
テ
ス
ト
と
事
後
テ
ス
ト
で
ど
の
よ
う

に
増
減
し
た
か
を
、
四
つ
の
群
に
つ
い
て
調
べ
れ
ば
、
各
群
に
お
け
る
教
育
の

効
果
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
し
、
ど
の
教
材
・
教
育
内
容
や
教
育
方
法
が
適
切
で

あ
る
の
か
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ジ
ェ
ン
セ
ン
と
フ
ィ
ン
レ
イ
に
よ
る
研
究

で
は
、
教
材
や
教
育
方
法
に
配
慮
し
た
教
育
が
大
き
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
こ

と
を
明
示
す
る
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。
最
も
効
果
が
大
き
か
っ
た
の

は
②
×
ⓑ
の
群
で
、
効
果
が
最
小
だ
っ
た
の
は
①
×
ⓐ
の
群
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
、
こ
の
二
つ
の
群
に
つ
い
て
少
し
見
て
み
る
と
、
生
物
学
的
進
化
論
の
習
得

を
示
す
六
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
カ
ウ
ン
ト
数
は
①
×
ⓐ
の
群
全
体
で
事
前
テ
ス
ト
の

一
八
七
か
ら
事
後
テ
ス
ト
の
三
六
三
へ
と
一
七
六
し
か
増
加
し
な
か
っ
た
の
に

対
し
て
、
②
×
ⓑ
の
群
全
体
で
は
一
六
〇
か
ら
五
九
二
へ
と
実
に
四
三
一
も
増

加
し
て
い
る
。
ま
た
、
誤
概
念
へ
の
固
執
を
示
す
四
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
カ
ウ
ン
ト

数
は
、
同
じ
く
①
×
ⓐ
の
群
全
体
で
一
七
七
か
ら
一
三
四
へ
と
四
三
の
減
少
に

と
ど
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
②
×
ⓑ
の
群
全
体
で
は
二
六
五
か
ら
一
二
六
へ
と

一
三
九
も
減
少
し
て
い
る
（Cf. JEN

SEN &
 F

IN
LEY, p.893

）。
②
×
ⓑ
の
教

材
・
教
育
内
容
と
教
育
方
法
が
特
に
大
き
な
効
果
を
発
揮
し
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
が
、
①
×
ⓐ
の
群
と
②
×
ⓑ
の
群
の
教
育
効
果
を
対
比
す
る
う
え
で
、
右

の
一
七
六
対
四
三
一
、
四
三
対
一
三
九
と
い
う
数
値
に
は
誇
張
が
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
も
そ
も
①
×
ⓐ
の
群
と
②
×
ⓑ
の
群
は
そ
れ
ぞ
れ
全
体
の
人
数
が
か
な

り
違
う
（
②
×
ⓑ
の
群
の
方
が
は
る
か
に
多
い
）
の
で
、
群
全
体
の
カ
ウ
ン
ト

数
の
増
減
幅
も
②
×
ⓑ
の
群
の
方
が
当
然
大
き
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

右
の
群
全
体
の
数
値
を
各
群
一
人
当
た
り
の
数
値
に
置
き
換
え
て
み
る
と
（
な

ぜ
か
、
ジ
ェ
ン
セ
ン
と
フ
ィ
ン
レ
イ
は
一
人
当
た
り
の
数
値
を
提
示
し
て
い
な

い
）
一
七
六
対
四
三
一
は
八
・
〇
〇
対
一
三
・
四
七
、
四
三
対
一
三
九
は
一
・

九
五
対
四
・
三
四
と
読
み
換
え
ら
れ
、
相
当
印
象
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
教
育
効
果
と
い
う
点
で
②
×
ⓑ
の
パ
タ
ー
ン
に
軍

配
が
あ
が
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
ジ
ェ
ン
セ
ン
と
フ
ィ
ン
レ
イ
が
こ
の
パ

タ
ー
ン
を
推
奨
す
る
の
も
、
当
然
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
ジ
ェ
ン
セ
ン
と
フ
ィ
ン
レ
イ
に
よ
る
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
右
の
結

果
に
関
し
て
は
、
被
験
者
が
生
物
学
的
進
化
論
の
内
容
を
習
得
し
た
こ
と
を
示

す
区
分
枠
と
し
て
設
定
さ
れ
た
六
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
に
見
ら
れ
る
カ
ウ
ン
ト

数
の
顕
著
な
不
均
衡
が
無
視
し
が
た
い
問
題
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
六

つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
、
デ
ー
タ
処
理
の
便
宜
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
「
誤

概
念
批
判
」
と
「
そ
の
他
」
を
除
く
四
つ
（「
個
体
群
中
の
変
異
」・「
遺
伝
性
」・

「
適
者
生
存
」・「
遺
伝
子
頻
度
の
変
化
」）
は
、
い
ず
れ
も
生
物
学
的
進
化
論
の

中
核
的
内
容
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
物
学
的
進
化
論

の
内
容
を
し
っ
か
り
と
習
得
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
こ
れ
ら
四
つ
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
カ
ウ
ン
ト
数
は
い
ず
れ
も
お
お
よ
そ
同
じ
よ
う
に
増
加
す
る
は
ず
で

あ
る
。
少
な
く
と
も
、
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
で
著
し
い
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
生

じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ジ
ェ
ン
セ
ン
と
フ
ィ
ン
レ
イ
に
よ
る
研
究

で
は
、「
遺
伝
子
頻
度
の
変
化
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
し
て
は
、
②
×
ⓑ
の
群

も
含
め
て
四
群
す
べ
て
で
カ
ウ
ン
ト
数
が
ほ
と
ん
ど
増
加
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。（
最
も
増
加
し
た
①
×
ⓑ
の
群
で
も
一
人
当
た
り
に
換
算
し
て
〇
・
八
三
、



習
得
と
教
育

四
七

②
×
ⓑ
の
群
は
同
じ
く
〇
・
四
一
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。）
こ
の
「
遺
伝
子
頻
度

の
変
化
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「
自
然
淘
汰
の
結
果
（
す
な
わ
ち
個
体
群
中
の
形

質
の
頻
度
の
変
化
）」（JEN

SEN &
 F

IN
LEY, p.886

）
に
関
す
る
も
の
で
、「
遺

伝
子
頻
度
の
変
化
や
個
体
群
中
に
お
け
る
形
質
の
比
率
の
変
化
に
関
連
す
る
考

え
が
こ
こ
に
分
類
さ
れ
た
」（Ibid.

）
と
ジ
ェ
ン
セ
ン
と
フ
ィ
ン
レ
イ
は
説
明

し
て
い
る
が
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
カ
ウ
ン
ト
数
が
増
加
し
な
か
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
「
個
体
群
中
に
お
け
る
形
質
の
比
率
変
化
に
関
連
す
る
応
答
は
実
感

し
う
る
ほ
ど
の
変
化
を
呈
さ
な
か
っ
た
」（JEN

SEN &
 F

IN
LEY, p.890

）
と
述

べ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
原
因
に
関
し
て
は
何
ら
論
及
し
て
い
な
い
。
四
つ
の

被
験
者
群
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
合
計
六
回
の
授
業
を
行
っ
た
講
師
は
「
遺
伝
子

頻
度
の
変
化
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
内
容
も
熱
心
に
教
え
た
に
ち
が
い
な

い
。
自
然
淘
汰
の
結
果
に
か
か
わ
る
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
し
て
ど
の
被
験
者

群
に
も
教
育
効
果
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
ジ
ェ
ン
セ
ン
と

フ
ィ
ン
レ
イ
の
実
験
に
何
か
重
大
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
疑
念
さ
え
抱
か
せ
よ
う
。
特
に
、
被
験
者
の
大
学
生
が
テ
ス
ト
問
題
の
答
と

し
て
書
き
記
し
た
文
章
に
で
て
く
る
し
か
る
べ
き
言
明
や
文
言
を
カ
ウ
ン
ト
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
デ
ー
タ
を
得
る
と
い
う
ジ
ェ
ン
セ
ン
と
フ
ィ
ン
レ
イ
の
や
り

方
に
は
、
か
な
り
安
易
な
も
の
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
単
に

用
語
を
覚
え
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
簡
単
に
な
さ
れ
う
る
が
、
所
詮
そ
れ
は
深
い

理
解
を
伴
う
習
得
と
は
別
物
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン
セ
ン
と
フ
ィ
ン
レ
イ
の
実
験
に

関
し
て
は
、
こ
の
あ
た
り
に
問
題
点
を
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　

上
述
し
た
よ
う
に
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
調
査
対
象
で
は
、
調

査
対
象
の
大
学
生
に
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
さ
せ
た
後
、
進
化
論
の
内
容
に

つ
い
て
の
理
解
度
の
向
上
を
調
べ
た
だ
け
で
は
な
く
、
進
化
論
の
真
理
性
を
認

め
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
大
学
生
か
ら
回
答
を
求
め
た
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
ジ
ェ
ン
セ
ン
と
フ
ィ
ン
レ
イ
の
実
験
で
は
、
進
化
論
の
真
理
性

に
関
す
る
被
験
者
の
意
識
に
つ
い
て
は
な
ぜ
か
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

ジ
ェ
ン
セ
ン
と
フ
ィ
ン
レ
イ
が
こ
の
実
験
を
報
告
発
表
し
て
い
る
論
文
の
末
尾

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
参
考
文
献
一
覧
に
は
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
当

該
論
文
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
進
化
論
に
つ
い
て
の
テ
ス
ト
問
題
に
正
答

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
進
化
論
の
真
理
性
に
関
し
て
は
依
然
と
し
て
得
心
し

て
い
な
い
者
が
少
な
か
ら
ず
い
る
（
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
が
あ

る
）
と
い
う
こ
と
を
、
ジ
ェ
ン
セ
ン
と
フ
ィ
ン
レ
イ
が
知
っ
て
い
た
の
は
ま
ち

が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ジ
ェ
ン
セ
ン
と
フ
ィ
ン
レ
イ
も
、

彼
ら
が
推
奨
す
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
「
学
生
た
ち
が
必
要
と
さ
れ
る

も
の
を
す
べ
て
皆
学
習
し
、
非
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
な
考
え
を
完
全
に
捨
て
去
っ
た

と
主
張
し
た
り
し
た
ら
、
誤
り
に
陥
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」（JEN

SEN &
 

F
IN

LEY, p.899

）
と
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
方
面
に
お
け
る
研
究
の
全
体
か
ら

す
れ
ば
、
セ
ッ
ト
リ
ッ
ジ
が
表
明
し
て
い
る
「
い
か
な
る
決
定
的
経
験
が
学
生

た
ち
を
進
化
に
関
す
る
素
朴
な
説
明
か
ら
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
な
説
明
に
転
換
さ
せ

る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
依
然
と
し
て
ま
だ
答
の
で
て
い
な
い
問
い
な
の
で
あ

る
」（S

ET
T
LA

GE, p.456

）
と
す
る
見
解
が
、
基
本
的
な
論
調
を
代
表
し
て
い

る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。



四
八

　

最
後
に
本
節
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
自
然
史
博
物
館
の
来
館
者
に
関
す
る

調
査
を
行
っ
た
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
と
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
の
所
見
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に

し
よ
う
。
多
く
の
来
館
者
に
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
行
っ
て
聞
き
と
り
調
査
を
実
施

し
た
結
果
、
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
と
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
が
得
た
所
見
に
よ
れ
ば
「
一
般
人

よ
り
も
教
育
程
度
が
高
く
自
然
史
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
集
団
で

さ
え
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論
の
諸
原
理
を
基
本
的
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
を
示

す
者
は
三
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
」（D

IA
M

O
N
D &

 E
V
A
N
S, p.1504

）。
ダ
イ
ア

モ
ン
ド
と
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
が
い
う
よ
う
に
「
博
物
館
の
来
館
者
は
学
校
で
ダ
ー

ウ
ィ
ン
進
化
論
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
原
理
が
定

着
し
て
い
る
様
子
は
見
ら
れ
な
い
」（Ibid.
）
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
、

生
物
学
的
進
化
論
の
科
学
的
内
容
の
習
得
を
阻
害
し
て
い
る
要
因
に
焦
点
を
あ

て
る
こ
と
に
し
た
い
。

三　

阻
害
要
因

　

教
育
と
の
関
連
で
生
物
学
的
進
化
論
を
と
り
あ
げ
る
際
に
は
、
創
造
論
に
代

表
さ
れ
る
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

創
造
論
な
ど
キ
リ
ス
ト
教
系
の
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
勢
力
は
、
生
物
学
的

進
化
論
に
強
硬
に
反
対
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
組
織
的
に
展
開
し
て
お
り
、
特

に
ア
メ
リ
カ
の
教
育
界
に
対
す
る
そ
の
あ
な
ど
り
が
た
い
影
響
力
に
つ
い
て
は

以
前
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
同
様
の
動
き
が
見

ら
れ
、
近
年
で
は
キ
リ
ス
ト
教
系
に
加
え
イ
ス
ラ
ム
教
系
の
反
進
化
論
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
も
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（Cf. F

O
RT

IN, pp.13-21

）。
ド
ウ

ニ
ー
と
バ
ロ
ン
は
「
学
校
、
博
物
館
、
大
学
に
お
け
る
進
化
生
物
学
の
取
り
扱

い
に
対
し
て
相
当
程
度
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
き
た
、
よ
く
組
織
化
さ
れ
充
分
な

資
金
に
裏
付
け
ら
れ
た
反
進
化
論
の
圧
力
団
体
」（D

O
W

N
IE &

 B
A
RRO

N, 

p.139

）
の
存
在
に
言
及
し
て
い
る
が
、
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
染
ま
っ
た

反
進
化
論
の
動
向
は
ま
さ
に
政
治
的
な
次
元
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
態
が
、
生
徒
・
学
生
に
よ
る
生
物
学
的
進
化
論
の
的
確
な
習
得
を

阻
害
す
る
方
向
に
作
用
す
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
は
も
っ

ぱ
ら
生
徒
・
学
生
の
内
部
に
い
わ
ば
自
ず
と
構
築
さ
れ
て
進
化
の
誤
概
念
を
形

成
す
る
内
発
的
要
因
に
着
目
す
る
の
で
、
こ
の
種
の
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
ち
な
み
に
、
生
物
学
的
進
化
論
の
受
容
に
対
し
て

フ
ラ
ン
ス
の
中
等
学
校
生
が
し
ば
し
ば
示
す
抵
抗
に
関
し
て
フ
ォ
ル
タ
ン
は

「
こ
の
抵
抗
は
ど
の
場
合
で
も
創
造
論
〔
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〕
の
表
明
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
科
学
的
認
識
に
対
す
る
内
在
的
障
壁
の
表
明
で

あ
る
」（F

O
RT

IN, p.46

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
フ
ォ
ル
タ
ン
の
指
摘
か
ら

も
、
生
物
学
的
進
化
論
の
習
得
に
対
し
て
は
生
徒
自
身
の
内
発
的
要
因
が
宗
教

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
阻
害
要
因
で
あ
る
こ
と
を
読
み
と
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

問
題
の
核
心
は
、
教
育
の
場
で
生
物
学
的
進
化
論
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
は
る

か
以
前
に
生
徒
の
内
部
に
一
定
の
思
考
様
式
が
い
ち
早
く
確
立
さ
れ
、
そ
の
思

考
様
式
が
生
物
の
進
化
に
対
す
る
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
強
力
に
ブ
ロ
ッ
ク
す

る
と
い
う
点
に
見
出
さ
れ
る
。
生
徒
の
内
部
で
こ
う
し
た
強
力
な
ブ
ロ
ッ
ク
作



習
得
と
教
育

四
九

用
を
発
揮
す
る
思
考
様
式
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
目
的
論
的
思
考
様

式
で
あ
る
。
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
「
行
動
を
目
標
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し

て
捉
え
る
人
間
の
傾
向
は
、
非
常
に
強
力
で
あ
り
幼
児
期
に
は
見
出
さ
れ
る
」

（E
V
A
N
S, 2008, p.270

）
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
目
標
志
向
的
に
捉
え

ら
れ
る
行
動
は
決
し
て
人
間
の
行
動
の
み
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
広
く
生

命
体
一
般
の
行
動
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
目
的
論
的
思
考
様
式

は
、
早
く
も
幼
児
期
に
は
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
、
そ
の
後
の
成
長

発
達
の
過
程
に
お
い
て
一
貫
し
て
保
持
さ
れ
洗
練
さ
れ
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
の
で

あ
っ
て
、
生
徒
は
決
し
て
白
紙
の
状
態
で
授
業
に
臨
む
わ
け
で
は
な
い
。
生
徒

は
強
固
な
目
的
論
的
思
考
様
式
を
携
え
て
授
業
に
臨
む
の
で
あ
り
、
生
物
学
的

進
化
論
の
内
容
も
生
徒
の
内
部
で
目
的
論
的
思
考
様
式
に
即
応
す
る
内
容
に
変

換
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
第
一
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
生
物
の
進
化
に
関
し

て
生
徒
は
種
や
個
体
の
「
必
要
」
あ
る
い
は
「
目
的
」
を
持
ち
だ
し
て
く
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
生
物
の
進
化
は
純
然
た
る
自
然
現
象
で
あ
り
、

そ
れ
自
体
何
ら
目
的
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
も
い
う
よ
う
に

「
進
化
は
、
特
定
の
環
境
条
件
に
呼
応
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
適
応

的
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
条
件
に
適
応
す
る
と
い
う
目
標
に
方
向
づ
け
ら

れ
て
は
い
な
い
」（Ibid.

）
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
的
論
的
思
考
様
式
に
依

拠
せ
ず
に
生
物
の
進
化
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
生
徒
に
と
っ
て

決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
し
、
大
人
に
と
っ
て
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

　

発
達
の
ご
く
早
い
時
期
に
確
立
さ
れ
る
思
考
様
式
と
し
て
次
に
本
質
主
義
を

と
り
あ
げ
よ
う
。
こ
れ
は
、
生
物
の
あ
ら
ゆ
る
種
は
決
し
て
変
わ
る
こ
と
の
な

い
固
有
の
属
性
す
な
わ
ち
本
質
を
有
し
て
お
り
、
一
つ
の
種
に
属
す
る
個
体
は

そ
の
種
の
不
変
の
本
質
を
保
持
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
当
該
種
の
個
体
で
あ
る
と

す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
思
考
様
式
は
年
齢
や
文
化
の
如
何
を
問
わ
ず
広
範

に
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
シ
ュ
ツ
ル
マ
ン
は
「
あ
ら
ゆ
る
年
齢

お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
人
間
は
、
種
の
外
観
と
行
動
は
隠
れ
た
一
種
の
因
果

的
な
力
す
な
わ
ち
「
本
質
」
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
る
と
想
定
し
て
い
る
」

（S
H
T
U
LM

A
N, p.171

）
と
概
括
的
に
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
本
質
は
一
切
の
変
化
を
排
除
す
る
の
で
、
本
質
主
義
の
思
考
様

式
は
生
物
の
進
化
と
は
お
よ
そ
両
立
し
え
な
い
。
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
が
い
う
よ
う
に

「
日
常
的
な
本
質
主
義
の
推
論
は
…
進
化
論
的
思
考
に
対
す
る
重
大
な
障
壁
で

あ
る
。
進
化
論
的
思
考
に
お
い
て
は
生
物
種
は
絶
え
ず
変
化
し
て
ゆ
く
か
ら
で

あ
る
」（E

V
A
N
S, 2008, p.269

）。
本
質
主
義
の
思
考
様
式
は
、
年
少
児
の
場

合
に
は
変
態
の
理
解
す
ら
阻
害
す
る
。
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
は
、
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
が

す
っ
か
り
成
長
す
る
と
何
に
な
る
か
を
与
え
ら
れ
た
選
択
肢
の
な
か
か
ら
選
び

だ
す
場
面
で
、
五
〜
七
歳
児
が
「
カ
エ
ル
で
は
な
く
て
大
き
な
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク

シ
を
典
型
的
に
と
り
あ
げ
る
」（E

V
A
N
S, 2008, p.281

）
と
い
う
具
体
例
を
紹

介
し
て
い
る
。
子
ど
も
が
生
物
の
変
態
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
あ
と
で
も
、
本

質
主
義
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
前
述
の
目
的
論
的
思
考
様
式
と

同
様
に
こ
の
本
質
主
義
の
思
考
様
式
も
、
発
達
の
初
期
か
ら
出
現
し
、
以
後
保

持
さ
れ
続
け
、
成
人
の
間
で
も
広
範
に
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
生
物
学
の
門

外
漢
で
あ
る
成
人
の
ア
メ
リ
カ
人
を
調
査
し
た
ポ
ー
リ
ン
グ
と
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
に



五
〇

よ
れ
ば
「
成
人
た
ち
の
多
数
派
は
種
を
共
通
の
「
本
質
」
を
有
す
る
動
物
集
団

と
し
て
概
念
化
し
て
い
た
」（P

O
LIN

G &
 E

V
A
N
S, p.498

）。

　

目
的
論
的
思
考
様
式
や
本
質
主
義
的
思
考
様
式
は
、
日
常
的
に
広
く
生
命
領

域
に
適
用
さ
れ
続
け
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
が
て
生
命
事
象
一
般
を
理
解

し
説
明
し
予
測
す
る
た
め
の
強
力
な
認
知
の
枠
組
み
を
形
づ
く
る
に
い
た
る
。

枠
組
み
と
し
て
組
織
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
そ
れ
は
一
種
の
理
論
的
構

築
物
で
あ
る
。
シ
ュ
ツ
ル
マ
ン
が
い
う
よ
う
に
「
因
果
論
的　
―　

説
明
的
な
考
え

の
筋
の
通
っ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
│
明
示
的
で
あ
れ
暗
黙
の
も
の
で
あ
れ
、
緊
密

で
あ
れ
散
漫
で
あ
れ
│
」（S

H
T
U
LM

A
N, p.185

）
を
理
論
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、

子
ど
も
は
皆
す
で
に
就
学
以
前
に
は
他
か
ら
教
わ
る
ま
で
も
な
く
生
命
領
域
に

関
す
る
理
論
を
自
ら
形
成
し
、
そ
の
理
論
を
通
じ
て
あ
ら
ゆ
る
生
命
現
象
を
認

識
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ば
自
然
発
生
的
に
構
築
さ
れ
る
生
物
理
論
は
、

一
般
に
素
朴
生
物
学
（naïve biology

）
あ
る
い
は
通
俗
生
物
学
（folkbiol-

ogy

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
機
能
は
多
彩
か
つ
強
力
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
、
コ
ー
リ
ー
ら
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
通
俗
生
物
学
は
、
成
長
、

消
化
、
死
、
病
気
と
い
っ
た
現
象
│
生
き
物
の
現
象
│
に
関
す
る
予
測
を
与
え
、

そ
れ
ら
の
現
象
に
つ
い
て
の
説
明
を
支
え
る
」（C

O
LEY et al., p.66

）。し
か
し
、

そ
の
予
測
や
説
明
は
根
本
的
な
発
想
に
お
い
て
現
代
の
科
学
と
は
本
来
次
元
を

全
く
異
に
し
て
い
る
。
コ
ー
リ
ー
ら
が
い
う
よ
う
に
「
通
俗
生
物
学
は
学
校
で

教
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
そ
れ
は
、
生
物
の
授
業
で
我
々
が
公
式

に
教
わ
る
も
の
と
衝
突
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
」（Ibid.

）。
こ
う
し
た

衝
突
が
起
こ
る
と
き
、
生
徒
の
内
部
で
優
位
を
占
め
る
の
は
や
は
り
通
俗
生
物

学
の
側
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
徒
の
内
部
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
と
と
も
に
日
常

的
に
絶
え
ず
強
化
さ
れ
て
き
た
認
知
の
枠
組
み
な
の
で
あ
っ
て
、
生
物
学
的
進

化
論
が
こ
の
枠
組
み
を
打
ち
破
り
生
徒
の
う
ち
に
定
着
す
る
の
は
容
易
な
ら
ざ

る
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

四　

背
景
要
因

　

素
朴
生
物
学
な
い
し
通
俗
生
物
学
は
、
子
ど
も
に
も
一
般
の
大
人
に
も
広
く

見
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
の
基
本
的
な
内
容
は
文
化
の
違
い
を
超
え
て
同
様
で
あ

る
。
生
命
現
象
に
関
す
る
そ
の
特
徴
的
な
認
識
形
態
と
し
て
は
、
前
節
で
触
れ

た
よ
う
に
目
的
論
的
思
考
様
式
な
ら
び
に
本
質
主
義
的
思
考
様
式
が
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
的
な
認
識
形
態
に
関
し
て
は
、
人
間
一
般
に
認
め
ら
れ
る

根
強
い
根
本
的
傾
向
と
の
結
び
つ
き
を
指
摘
す
る
論
者
が
少
な
く
な
い
。
い
く

つ
か
例
を
挙
げ
る
と
、
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
は
「
本
質
主
義
と
究
極
因
あ
る
い
は
目
的

論
的
推
論
は
人
間
の
心
の
直
観
的
傾
向
か
ら
生
じ
て
く
る
」（E

V
A
N
S, 2001, 

p.253

）
と
い
う
見
解
を
提
示
し
、
生
物
学
的
進
化
論
に
敵
対
す
る
宗
教
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
代
表
格
で
あ
る
「
創
造
論
の
考
え
方
の
魅
力
と
進
化
論
の
考
え

方
に
対
す
る
抵
抗
感
の
決
定
的
要
因
」（Ibid.

）
も
そ
う
し
た
本
質
主
義
的
思

考
様
式
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ェ

ラ
ー
リ
と
チ
ー
は
「
人
間
に
は
…
主
体
が
目
標
を
追
求
し
て
障
害
を
乗
り
越
え

る
べ
く
行
動
す
る
と
い
う
解
釈
的
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
る
性
向
が
具
わ
っ
て
い

る
」（F

ERRA
RI &

 C
H
I, p.1248

）
と
主
張
し
て
、
目
的
論
的
思
考
様
式
を
人
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間
の
こ
う
し
た
性
向
と
結
び
つ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
目
的
論
的
思
考
様
式
が

幼
児
期
に
は
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ケ
ー
ル
メ
ン
は
「
子
ど
も
た
ち
は
、

幼
稚
園
期
前
後
の
あ
る
時
期
か
ら
見
ら
れ
始
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、

企
図
に
基
づ
く
目
的
論
的
な
見
方
を
対
象
に
対
し
て
ま
す
ま
す
一
貫
し
た
や
り

方
で
と
る
よ
う
に
な
る
」（K

ELEM
EN, p.299

）
と
述
べ
て
い
る
し
、
エ
ヴ
ァ

ン
ズ
も
「
行
動
を
目
標
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
人
間
の
傾
向
は
非

常
に
強
力
で
幼
児
期
に
は
見
出
さ
れ
る
」（E

V
A
N
S, 2008, p.270

）
と
指
摘
し
て
、

目
的
論
的
思
考
様
式
に
つ
い
て
同
様
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。

　

オ
ー
フ
ァ
ー
に
よ
る
実
験
的
研
究
は
、
目
的
論
的
思
考
様
式
と
生
命
体
に
対

す
る
認
知
と
の
結
び
つ
き
を
示
す
も
の
と
し
て
非
常
に
興
味
深
い
。
そ
こ
で
、

以
下
本
節
で
は
も
っ
ぱ
ら
目
的
論
的
思
考
様
式
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
と
の
関

連
で
オ
ー
フ
ァ
ー
の
行
っ
た
実
験
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　

オ
ー
フ
ァ
ー
は
、
ど
の
被
験
者
に
も
全
く
な
じ
み
が
な
い
よ
う
な
、
お
よ
そ

生
き
物
ら
し
か
ら
ぬ
イ
ン
ク
の
染
み
状
の
二
つ
の
模
様
が
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー

ン
で
動
き
回
る
映
像
を
被
験
者
に
見
せ
て
、
被
験
者
が
そ
の
模
様
を
生
命
体
で

あ
る
か
の
よ
う
に
知
覚
す
る
の
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
運
動
パ
タ
ー
ン
で
動
く

と
き
で
あ
る
の
か
を
調
べ
た
。
そ
の
結
果
、
オ
ー
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
非
常
に
明

確
な
結
論
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
オ
ー
フ
ァ
ー
の
報
告
に
よ
る
と
、
被
験
者

は
、
た
と
え
ば
片
方
の
模
様
が
他
方
の
模
様
を
追
跡
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
目

標
志
向
的
な
運
動
パ
タ
ー
ン
で
動
く
と
き
に
、
模
様
は
生
命
体
で
あ
る
か
の
よ

う
に
顕
著
に
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
（Cf. O

PFER, pp.103-115

）。
全
く
同
じ
模

様
が
全
く
同
じ
動
き
を
呈
し
て
も
、
そ
の
動
き
が
何
の
目
標
に
も
向
け
ら
れ
て

い
な
い
場
合
に
は
、
子
ど
も
の
被
験
者
に
も
大
人
の
被
験
者
に
も
そ
の
模
様
は

生
き
物
の
よ
う
に
は
受
け
と
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
オ
ー
フ
ァ
ー
は
「
目
標

志
向
的
な
運
動
に
つ
い
て
の
こ
の
生
物
学
的
解
釈
は
、
早
く
も
五
歳
の
時
点
で

下
さ
れ
た
」（O

PFER, p.116

）
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
生
命
体
を

生
命
体
と
し
て
認
知
す
る
う
え
で
決
定
的
な
糸
口
と
な
る
も
の
が
動
作
の
目
標

志
向
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
オ
ー
フ
ァ
ー
は
「
子
ど
も
も

大
人
も
目
標
志
向
的
な
動
作
だ
け
で
生
き
物
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

（O
PFER, p.119

）
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。

　

オ
ー
フ
ァ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
生
物
と
無
生
物
を
識
別
す
る
認
知
的
基

準
が
生
物
の
目
標
志
向
性
に
置
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
広
く
生
命
領
域
一
般

に
対
す
る
認
識
が
目
的
論
的
思
考
様
式
に
よ
っ
て
根
本
か
ら
制
約
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
も
当
然
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
例
と
し
て
植
物
を
生
き

物
と
し
て
認
識
す
る
か
否
か
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
動
物
の
動
作
が

目
標
志
向
的
で
あ
る
こ
と
は
幼
児
に
も
た
や
す
く
認
識
で
き
る
の
で
、
動
物
が

生
き
物
で
あ
る
こ
と
は
幼
児
に
も
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
植
物
の
場
合
は
事

情
が
異
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
幼
児
に
植
物
に
も
日
光
を
求
め
て
日
の
射
す

方
向
に
伸
び
る
と
い
っ
た
目
標
志
向
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
と
ど
う
な
る
で
あ

ろ
う
か
。
オ
ー
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
「
植
物
も
動
物
も
目
的
を
目
指
し
て
振
舞
う

こ
と
を
五
歳
児
に
教
示
す
る
と
、
植
物
が
生
き
物
で
あ
る
こ
と
を
五
歳
児
に
納

得
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
が
、
植
物
と
動
物
が
他
の
属
性
（
た
と
え

ば
成
長
）
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
五
歳
児
に
教
示
し
た
場
合
に
は
、
植
物
が

生
き
物
で
あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
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（O
PFER, p.118

）。

　

そ
れ
で
は
、
目
標
志
向
性
が
生
命
体
を
生
命
体
と
し
て
認
識
す
る
基
準
と
な

り
、
ひ
い
て
は
そ
こ
か
ら
目
的
論
的
思
考
様
式
が
生
命
領
域
一
般
に
対
す
る
認

識
を
制
約
す
る
重
要
な
要
因
と
な
る
に
い
た
っ
た
背
景
に
は
、
い
っ
た
い
何
が

あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
オ
ー
フ
ァ
ー
が
提
示
し
て
い
る
論

点
は
、
ま
さ
に
適
応
に
関
す
る
論
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
オ
ー
フ
ァ
ー
は

次
の
よ
う
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。「
お
そ
ら
く
、
目
標
志
向
的
動
作
を
い

や
お
う
な
く
生
物
学
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
よ
り
広
範
に
自
発
的
な
動
作
を

い
や
お
う
な
く
〔
生
物
学
的
に
〕
解
釈
す
る
こ
と
よ
り
も
、
一
層
適
応
的
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
目
標
志
向
的
動
作
は
、
対
象
を
生
き
物
と
判
定

す
る
た
め
の
よ
り
慎
重
な
指
標
だ
か
ら
で
あ
る
」（O

PFER, p.117

）。
こ
の
オ
ー

フ
ァ
ー
の
見
解
を
敷
衍
す
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

　

現
代
都
市
の
内
部
は
さ
て
お
き
、
か
つ
て
は
（
そ
し
て
場
所
に
よ
っ
て
は
今

日
で
も
）
人
間
の
生
活
環
境
の
内
外
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
物
が
生
息
し
て
お

り
、
人
間
は
そ
れ
ら
種
々
の
生
き
物
と
い
ろ
い
ろ
な
形
で
か
か
わ
っ
て
き
た
。

こ
と
に
農
耕
以
前
の
狩
猟
採
集
に
依
存
し
て
い
た
時
代
に
は
、
人
間
に
と
っ
て

そ
れ
ら
種
々
の
生
き
物
は
日
常
的
な
食
糧
調
達
の
た
め
の
資
源
で
あ
り
、
あ
る

い
は
襲
撃
を
し
か
け
て
く
る
恐
ろ
し
い
外
敵
で
あ
っ
た
。
人
間
に
と
っ
て
生
物
、

特
に
動
物
は
文
字
通
り
死
活
的
に
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
と
有
益
な
形
で
か
か
わ
る
た
め
に

は
、
ま
ず
は
、
周
囲
に
あ
る
無
数
の
千
差
万
別
の
対
象
か
ら
瞬
時
に
首
尾
よ
く

動
物
を
識
別
し
て
と
り
だ
す
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に

は
、
や
は
り
オ
ー
フ
ァ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
単
に
自
発
的
な
動
作
を
識
別
の
指

標
と
す
る
よ
り
も
動
物
固
有
の
目
標
志
向
的
動
作
を
識
別
の
指
標
と
す
る
方
が

は
る
か
に
的
確
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
天
文
現
象
、
気
象
現
象
、
流
水
、
落
下

物
な
ど
な
ど
、
人
間
の
身
の
回
り
に
は
動
物
以
外
に
も
自
発
的
な
動
作
を
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
対
象
は
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に

お
い
て
、
動
物
固
有
の
目
標
志
向
的
動
作
を
生
き
物
を
生
き
物
と
し
て
認
知
す

る
た
め
の
抗
い
が
た
い
指
標
と
す
る
こ
と
は
、
オ
ー
フ
ァ
ー
が
い
う
よ
う
に
適

応
的
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
オ
ー
フ
ァ
ー
が
言
及
し
て
い
る
の
は
、
捕
食
者
た
る
動
物
を
的
確

に
捕
食
者
た
る
動
物
と
し
て
認
知
す
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
捕
食
者
た
る
動

物
が
何
を
狙
っ
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
は
、
捕
食
さ
れ
る
側
に
と
っ
て
は
ま

さ
に
生
死
に
直
接
か
か
わ
る
切
実
な
課
題
で
あ
る
が
、
数
百
万
年
に
も
及
ぶ
人

類
の
歴
史
に
お
い
て
、
人
類
は
他
の
動
物
を
捕
食
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
の

動
物
か
ら
捕
食
さ
れ
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。
オ
ー
フ
ァ
ー
は
「
見
知
ら
ぬ
動
物

が
何
や
ら
動
作
を
し
て
い
る
が
そ
の
動
作
の
目
標
が
自
分
自
身
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
わ
か
っ
た
な
ら
、
き
っ
と
こ
い
つ
は
俺
と
遊
び
た
が
っ
て
い
る
ん
だ
な

と
思
う
よ
り
、
こ
い
つ
の
命
は
俺
を
食
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
ん
だ
と
思
う

方
が
安
全
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
」（Ibid.

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
安
全
を

も
た
ら
し
て
く
れ
る
こ
う
し
た
判
断
が
き
ち
ん
と
な
さ
れ
う
る
た
め
に
は
、
動

物
固
有
の
目
標
志
向
的
動
作
に
即
し
た
認
知
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
ま
ず
最
初
に
働

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
き
物
に
対
し
て
目
標
志
向
性
に
根
差
し
た
認
知
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
具
え
る
こ
と
は
、
捕
食
者
へ
の
し
か
る
べ
き
対
応
と
い
う
点
で
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も
非
常
に
適
応
的
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。

　

生
物
に
か
か
わ
る
事
象
一
般
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
際
に
子
ど
も
で
あ
れ
大
人

で
あ
れ
人
々
が
い
わ
ば
自
動
的
に
も
ち
だ
し
て
く
る
目
的
論
的
思
考
様
式
の
根

源
的
な
基
盤
を
な
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
目
標
志
向
性
に
根
差
し

た
認
知
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
し
て
、
捕
食
者
に
対
す
る
適
応
的
な
対
応

の
仕
方
を
考
え
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
認
知
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

は
決
し
て
人
間
だ
け
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
人
間
以
外
の
動
物
、
特
に

系
統
発
生
的
に
人
間
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
は
い
な
い
動
物
に
も
等
し
く
存
立
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
と
人
間
以
外
の
動
物
と
の
間
に
確
固
と
し
た
連
続
性

が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
本
来
こ
の
連
続
性
は
適
応
の
次
元
に
お
け
る
連

続
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
適
応
の
次
元
は
も
と
よ
り
科
学
的
真
理
の
認
識
の
次

元
と
は
異
質
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
物
学
的
進
化
を

あ
つ
か
う
教
育
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
徒
が
科
学
的
な
進
化
概
念
を

習
得
し
た
と
き
、
生
物
に
対
す
る
生
徒
内
部
の
目
的
論
的
思
考
様
式
の
強
固
な

拘
束
も
克
服
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
以
外
の
動
物
と
も
連
続
し
て
い
る
認
知

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
桎
梏
か
ら
脱
す
る
と
い
う
意
味
で
、
ま
さ
に
生
徒
の
人
間
化

に
ほ
か
な
ら
な
い
知
的
認
識
の
達
成
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、

こ
の
教
育
の
仕
事
の
困
難
さ
も
明
白
な
形
で
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

文
献
（
引
用
箇
所
等
は
、
本
文
中
の
引
用
文
等
の
直
後
に
著
者
の
姓
と
頁
数
を
括
弧
内
に
記

し
て
示
す
。
同
一
著
者
の
複
数
の
論
文
を
使
用
し
た
場
合
に
の
み
、
当
該
論
文
の
刊
行

年
を
著
者
の
姓
の
次
に
記
す
。
引
用
文
中
の
…
は
引
用
に
際
し
て
省
略
し
た
部
分
で
あ

り
、〔　

〕
の
箇
所
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
な
お
、
以
下
に
お
い
て
は
、
刊

行
年
は
著
者
名
の
直
後
で
は
な
く
、
当
該
論
文
掲
載
誌
等
の
タ
イ
ト
ル
・
巻
数
な
ど
の

次
に
掲
げ
る
。）
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