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人
間
に
お
け
る
思
考
の
あ
り
方
は
、
だ
れ
が
い
つ
何
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な

文
脈
の
な
か
で
考
え
る
の
か
に
応
じ
て
ま
さ
に
千
差
万
別
の
様
相
を
呈
す
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
他
方
で
は
人
間
に
お
け
る
思
考
は
、
本
人

の
自
覚
以
前
に
い
く
つ
か
の
様
式
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
強
力
に
制
約
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
特
に
教
育
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
子
ど
も

や
生
徒
に
お
け
る
思
考
の
あ
り
方
が
教
育
に
先
だ
っ
て
あ
る
種
の
様
式
的
な
制

約
を
強
く
被
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
育
の
目
的
の
達
成
（
す
な
わ
ち
し
か
る
べ

き
内
容
の
習
得
）
が
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

そ
う
し
た
制
約
を
も
た
ら
す
要
因
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
直
観
に
依
拠
す
る
思
考

様
式
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
特
徴
や
問
題
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

以
下
に
お
い
て
は
右
の
観
点
か
ら
教
育
へ
の
言
及
を
適
宜
織
り
込
み
つ
つ
、

直
観
的
思
考
様
式
を
と
る
思
考
と
し
て
、
ま
ず
本
質
主
義
的
思
考
を
と
り
あ
げ

（
第
一
節
）、
つ
い
で
現
象
論
的
思
考
を
扱
い
（
第
二
節
）、
さ
ら
に
目
的
論
的

思
考
な
ど
そ
の
他
の
複
数
の
種
類
の
思
考
に
も
簡
単
に
触
れ
る
（
第
三
節
）。

最
後
に
、
こ
れ
ら
も
っ
ぱ
ら
直
観
に
依
拠
す
る
思
考
様
式
の
背
景
要
因
に
つ
い

て
若
干
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
（
第
四
節
）。

一　

本
質
主
義
的
思
考

　

本
質
主
義
的
思
考
を
は
じ
め
と
し
て
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
一
群
の
直
観
的
思

考
は
、
成
長
発
達
の
か
な
り
早
い
時
期
に
と
り
た
て
て
訓
練
を
経
る
こ
と
も
な

し
に
い
わ
ば
自
ず
と
獲
得
さ
れ
る
思
考
で
あ
る
。
そ
の
点
で
直
観
的
思
考
は
母

語
に
も
似
て
い
る
が
、
母
語
と
は
異
な
り
そ
の
根
本
的
な
発
想
や
機
能
は
文
化

圏
を
超
え
て
人
類
共
通
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
直
観
的
思
考
の
一
つ
で
あ
る
本
質
主
義
的
思
考
が
も
っ
ぱ
ら
適
用

さ
れ
る
の
は
、
自
然
界
に
存
在
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
動
植
物
お
よ
び
各
種
の

物
質
、
人
種
や
性
別
な
ど
に
か
か
わ
る
種
々
の
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
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道
具
や
家
具
と
い
っ
た
人
工
物
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
本
質
主
義
的
思
考
は
、

そ
の
名
称
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
対
象
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
に
あ
た
っ

て
、
当
該
対
象
の
内
奥
な
い
し
は
根
底
に
存
在
し
て
当
該
対
象
を
ま
さ
に
当
該

対
象
た
ら
し
め
て
い
る
本
質
な
る
も
の
を
想
定
し
、
そ
の
本
質
に
即
し
て
思
考

内
容
を
展
開
す
る
。
本
質
そ
の
も
の
は
対
象
の
表
層
に
は
位
置
し
な
い
の
で
、

直
接
観
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
表
層
に
現
れ
て
直
接
観
察
さ
れ
る
諸
特
徴

は
ま
さ
に
本
質
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
の
が
、
本
質
主
義
的

思
考
の
根
本
的
発
想
で
あ
る
。

　

本
質
主
義
的
思
考
に
関
す
る
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ゲ

ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
「
本
質
主
義
は
、
人
間
に
よ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
構
成
に
絶
大
な

形
で
影
響
を
及
ぼ
す
広
く
浸
透
し
た
根
強
い
推
論
上
の
バ
イ
ア
ス
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
我
々
の
概
念
シ
ス
テ
ム
に
深
く
染
み
込
ん
で
お
り
、
高
度
に
多
様
な
文

化
的
文
脈
に
ま
た
が
っ
て
非
常
に
早
い
年
齢
か
ら
出
現
し
て
い
る
」（G

ELM
A
N, 

p.6

）。
こ
う
し
た
本
質
主
義
の
思
考
の
中
核
を
な
す
の
は
ま
さ
に
本
質
に
ほ
か

な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ゲ
ル
マ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

「
本
質
主
義
は
人
々
が
本
質
を
明
示
的
に
述
べ
た
り
、
例
外
を
設
け
ず
に
定
義

し
た
り
で
き
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
」（G

ELM
A
N, p.280

）
と
い
う
点
に
留

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
質
主
義
的
思
考
は
通
例
無
自
覚
的
に
い
わ
ば
自

動
的
に
駆
動
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

他
の
直
観
的
思
考
と
同
様
に
本
質
主
義
的
思
考
は
、
発
達
の
ご
く
早
い
時
期

か
ら
発
現
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ゲ
ル
マ
ン
は
実
験
的
研
究
の
結
果
を
踏

ま
え
て
「
二
歳
児
の
よ
う
な
幼
い
子
ど
も
で
も
本
質
主
義
的
な
応
答
を
行
う
」

（G
ELM

A
N, p.244

）
と
述
べ
て
い
る
。
二
歳
児
に
し
て
す
で
に
本
質
主
義
的
思

考
を
操
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
に
乳
幼
児
の
養
育

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
母
親
の
寄
与
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
と
考
え
る
べ

き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
母
親
が
本
質
主
義
を
我
が
子
に
教

え
る
と
い
う
証
拠
を
我
々
は
何
ら
見
出
さ
な
か
っ
た
」（G

ELM
A
N, p.175

）
と

述
べ
て
明
確
に
否
定
し
た
う
え
で
、
ゲ
ル
マ
ン
は
「
子
ど
も
た
ち
は
本
質
主
義

的
な
確
信
を
あ
ら
か
た
自
分
自
身
で
構
築
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
見
う
け

ら
れ
る
」（ibid.

）
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
従
え
ば
、

本
質
主
義
的
思
考
は
そ
も
そ
も
外
部
か
ら
子
ど
も
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
よ
う

な
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
子
ど
も
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
思
考
装
置

に
よ
っ
て
起
動
す
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
が
当
を
得
て
い
る
。

「
本
質
主
義
は
、
イ
ン
プ
ッ
ト
を
ほ
と
ん
ど
全
く
伴
わ
ず
に
出
現
し
て
く
る
基

本
的
な
認
知
上
の
バ
イ
ア
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
科
学
的
な
洗
練
、
正
規
の
学

校
教
育
、
直
接
的
な
教
示
を
必
要
と
し
な
い
。
…
そ
れ
は
、
心
の
習
慣
な
の
で

あ
る
」（G

ELM
A
N, p.290

）
と
ゲ
ル
マ
ン
は
主
張
し
て
い
る
。

　

本
質
主
義
的
思
考
が
発
達
の
ご
く
初
期
か
ら
機
能
し
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

た
と
え
幼
児
と
い
え
ど
も
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
に
対
し
て
踏
み
込
ん
だ
認
識
を
獲

得
す
る
こ
と
が
容
易
に
可
能
と
な
る
。
本
質
主
義
的
思
考
は
対
象
の
表
層
に
は

位
置
し
な
い
不
可
視
的
な
本
質
に
依
拠
す
る
思
考
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
は
表
面

的
な
感
覚
知
覚
を
超
え
た
対
象
の
深
層
構
造
の
次
元
へ
向
け
て
認
識
を
高
度
化

す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
概
念
に
つ
い
て
い
え

ば
、
ゲ
ル
マ
ン
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
子
ど
も
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
目
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に
つ
く
知
覚
的
な
手
が
か
り
に
還
元
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
… 

内
面
的

な
属
性
あ
る
い
は
目
に
は
見
え
な
い
属
性
が
、 

子
ど
も
の
も
っ
て
い
る
諸
概
念

に
お
い
て
は
重
要
な
の
で
あ
る
」（G

ELM
A
N, p.87

）。
ゲ
ル
マ
ン
は
「
幼
い
子

ど
も
で
さ
え
も
情
報
を
能
動
的
に
処
理
す
る
主
体
で
あ
り
う
る
」（G

ELM
A
N, 

p.157

）
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
概
念
が
子
ど
も
に

よ
っ
て
早
く
か
ら
駆
使
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
こ
の
主
張

に
も
充
分
う
な
ず
け
る
で
あ
ろ
う
。

　

表
面
的
な
知
覚
を
超
え
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
概
念
を
駆
使
し
つ
つ
情
報
を
能
動

的
に
処
理
す
る
こ
と
で
、
本
質
主
義
的
思
考
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し

て
、
子
ど
も
は
ど
の
よ
う
な
認
識
を
獲
得
す
る
に
至
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

具
体
的
な
事
例
は
多
く
の
研
究
に
よ
っ
て
数
多
く
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ

で
は
、
本
質
主
義
的
思
考
が
子
ど
も
に
よ
っ
て
動
物
や
人
間
に
適
用
さ
れ
た
場

合
に
、
そ
の
動
物
や
人
間
の
本
質
の
働
き
や
特
徴
に
つ
い
て
子
ど
も
が
獲
得
す

る
認
識
の
内
容
の
一
端
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
た
い
。
動
物
や
人
間
の
本
質
が
関

与
す
る
事
象
と
し
て
、
互
い
に
あ
い
異
な
る
多
様
な
過
程
が
本
質
主
義
的
思
考

に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
が
、
ゲ
ル
マ
ン
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
「
そ
れ
ら
は

す
べ
て
三
つ
の
特
徴
を
共
有
し
て
い
る
」（G

ELM
A
N, p.105

）。
す
な
わ
ち
、

①
子
ど
も
は
、
本
質
が
親
か
ら
子
へ
と
転
移
さ
れ
、
自
然
界
の
種
の
新
た
な
構

成
員
が
し
か
る
べ
き
特
徴
を
獲
得
す
る
の
は
こ
の
本
質
の
転
移
に
よ
る
と
認
識

し
て
い
る
。
②
子
ど
も
は
、
本
質
の
転
移
が
個
体
の
発
達
の
初
期
に
起
き
る
と

認
識
し
て
い
る
。
③
子
ど
も
は
、
い
っ
た
ん
本
質
が
転
移
す
る
と
そ
れ
を
除
去

し
た
り
改
変
し
た
り
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
（cf. ibid.

）。

　

以
上
の
よ
う
に
本
質
主
義
的
思
考
は
、
早
く
か
ら
出
現
し
て
子
ど
も
の
認
識

活
動
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

本
質
主
義
的
思
考
は
主
と
し
て
子
ど
も
期
に
そ
の
本
領
を
発
揮
す
る
子
ど
も
特

有
の
思
考
様
式
だ
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
ゲ
ル
マ
ン
が
主
張
す
る
よ
う

に
、
本
質
主
義
的
思
考
は
「
世
界
に
関
す
る
我
々
の
知
識
を
組
織
す
る
一
つ
の

枠
組
、
一
生
涯
保
持
さ
れ
て
ゆ
く
一
つ
の
枠
組
な
の
で
あ
る
」（G

ELM
A
N, 

p.295

）。
こ
う
し
た
枠
組
と
し
て
本
質
主
義
的
思
考
は
成
人
の
間
で
も
実
際
さ

ま
ざ
ま
な
局
面
で
登
場
し
て
く
る
。
若
干
の
事
例
を
挙
げ
る
と
、
ネ
メ
ロ
フ
と

ロ
ジ
ン
は
共
感
呪
術
の
原
理
の
一
つ
で
あ
る
「
伝
染
の
法
則
」
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
伝
染
の
法
則
は
、
源
泉
と
目
標
対
象
が
物
理
的
に
接

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

触
す
る
と
そ
の
結
果
と
し
て
あ
る
種
の
効
果
な
い
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

性0

質0

（
本
質
0

0

）
が
源
泉
か

0

0

0

0

ら
目
標
対
象
に
転
移
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
主
張
す
る
。
性
質
は
物
理
的
か
心
的
か
あ
る
い
は

道
徳
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
場
合
も
あ
る
し
、
誘
発
性
と
い
う
点
で
否
定
的

な
場
合
も
肯
定
的
な
場
合
も
あ
る
」（N

EM
ERO

FF &
 R

O
ZIN, 2000, p.3

）。
共

感
呪
術
を
支
え
る
「
伝
染
の
法
則
」
の
根
本
的
発
想
が
本
質
主
義
的
思
考
に
基

づ
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
確
か
に
、
こ
う
し
た
共
感
呪
術
が
き
わ
め

て
重
要
な
社
会
的
機
能
を
広
範
に
果
た
し
て
い
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
未
開
社
会

や
前
近
代
社
会
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
ネ
メ
ロ
フ
と
ロ
ジ
ン
が
主

張
す
る
よ
う
に
「
呪
術
は
人
間
の
思
考
に
お
け
る
直
観
的
で
お
そ
ら
く
は
普
遍

的
な
側
面
で
あ
る
」（N

EM
ERO

FF &
 R

O
ZIN, 2000, p.5

）
こ
と
を
見
逃
し
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
伝
染
の
法
則
」
な
ど
の
共
感
呪
術
的
思
考
の
原

理
は
、
現
代
の
「
教
育
を
う
け
た
西
洋
の
成
人
の
思
考
に
顕
著
か
つ
頻
繁
な
形
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で
作
用
し
て
い
る
」（N

EM
ERO

FF &
 R

O
ZIN, 2000, p.6

）
の
で
あ
る
。
一
例

を
挙
げ
る
と
、
ネ
メ
ロ
フ
と
ロ
ジ
ン
が
ア
メ
リ
カ
の
成
人
を
被
験
者
と
し
て

行
っ
た
実
験
的
研
究
に
お
い
て
、
あ
る
男
性
被
験
者
は
自
分
の
敵
で
あ
る
男
の

セ
ー
タ
ー
を
着
用
す
る
気
に
は
到
底
な
れ
な
い
理
由
と
し
て
、
そ
の
セ
ー
タ
ー

に
は
敵
の
本
質
が
染
み
込
ん
で
い
る
こ
と
を
挙
げ
、「
ね
、
そ
う
で
し
ょ
う
、

垢
だ
の
、
黴
菌
だ
の
、
汗
だ
の
│
本
質
で
す
よ
！
」（N

EM
ERO

FF &
 R

O
ZIN, 

1994, p.181

）
と
発
言
し
て
い
る
。
セ
ー
タ
ー
に
ひ
と
た
び
染
み
込
ん
だ
敵
の

本
質
は
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ネ
メ
ロ
フ
と
ロ
ジ
ン
に
よ
れ
ば
「
こ
の

被
験
者
は
各
種
の
物
理
的
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
措
置
は
全
く
役
に
た
た
な
い
と
述
べ

た
の
で
あ
る
」（ibid.

）。

　

す
で
に
見
た
と
お
り
、
ゲ
ル
マ
ン
は
本
質
主
義
的
思
考
の
機
能
を
論
ず
る
に

当
た
っ
て
「
知
識
を
組
織
す
る
一
つ
の
枠
組
」
に
言
及
す
る
一
方
で
、
こ
と
さ

ら
に
「
バ
イ
ア
ス
」
と
い
う
語
を
用
い
つ
つ
「
推
論
上
の
バ
イ
ア
ス
」
や
「
認

知
上
の
バ
イ
ア
ス
」
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
本
質
主
義
的
思
考
の
発
想

や
内
容
が
強
く
本
質
に
固
執
す
る
あ
ま
り
、
人
々
の
現
実
認
識
を
少
な
か
ら
ず

歪
曲
せ
ず
に
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
本
質
主
義
的
思
考
が

的
確
な
現
実
認
識
を
い
か
に
阻
害
す
る
か
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に

し
た
い
。

　

本
質
主
義
的
思
考
が
適
用
さ
れ
る
領
域
の
な
か
で
も
特
に
重
要
な
も
の
と
し

て
、
動
植
物
の
領
域
が
挙
げ
ら
れ
る
。
動
植
物
に
関
し
て
的
確
で
広
範
囲
な
認

識
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
生
物
学
的
進
化
の
科
学
的
概
念
を
習
得
す
る
こ
と
が

不
可
欠
で
あ
る
が
、
本
質
主
義
的
思
考
は
本
質
の
不
変
性
に
固
執
す
る
結
果
、

そ
れ
を
強
く
妨
げ
る
作
用
を
及
ぼ
す
。
ゲ
ル
マ
ン
が
い
う
よ
う
に
、
本
質
主
義

的
思
考
は
「
い
ず
れ
の
種
も
固
定
さ
れ
て
い
て
不
変
で
あ
る
こ
と
を
論
理
的
に

含
み
込
ん
で
お
り
、
時
間
の
経
過
に
伴
っ
て
進
化
的
変
化
が
生
ず
る
可
能
性
を

許
容
し
な
い
」（G

ELM
A
N, p.296

）
か
ら
で
あ
る
。
教
育
の
場
で
生
物
が
進
化

す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
生
徒
が
正
し
く
理
解
し
把
握
す
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
た

場
合
、
生
徒
の
内
な
る
本
質
主
義
的
思
考
に
ど
う
対
処
す
る
か
は
容
易
な
ら
ざ

る
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
生
徒
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
本
質
主
義
的
思
考
に
す
っ

か
り
慣
れ
親
し
ん
で
き
て
お
り
、
そ
の
特
徴
的
な
発
想
や
論
理
に
強
く
拘
束
さ

れ
、
し
か
も
そ
の
こ
と
の
自
覚
を
全
く
欠
い
て
い
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

本
質
主
義
的
思
考
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
発
想
や
論
理
と
の
関
連
で
、
次
に
、

本
質
主
義
的
思
考
に
は
因
果
関
係
の
認
識
に
歪
み
を
引
き
お
こ
す
傾
向
が
認
め

ら
れ
る
と
い
う
論
点
を
と
り
あ
げ
た
い
。
こ
れ
に
関
し
て
ゲ
ル
マ
ン
は
、
本
質

主
義
的
思
考
に
お
い
て
は
「
単
一
の
本
質
が
他
の
諸
属
性
群
の
原
因
で
あ
る
こ

と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
」（G

ELM
A
N, p.279

）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

以
下
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
対
象
の
表
層
に
目
立
っ
た
属
性
P1
・
P2
・

P3
が
観
察
さ
れ
る
と
す
る
と
、
本
質
主
義
的
思
考
に
従
え
ば
、
こ
れ
ら
表
層
の

属
性
P1
・
P2
・
P3
は
い
ず
れ
も
当
該
対
象
の
深
層
に
潜
ん
で
い
る
た
だ
一
つ
の

本
質
Ｅ
に
よ
っ
て
引
き
お
こ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
原
因
は
単
一
（
Ｅ
）
で
あ
り
、
そ
の
単
一
の
原
因
が
さ
ま
ざ
ま
な
属
性

（
P1
・
P2
・
P3
）
を
結
果
と
し
て
も
た
ら
し
た
と
い
う
形
に
因
果
関
係
の
認
識

が
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
と
の
関
連
で
、
ア
ン
ら

は
具
体
的
対
象
と
し
て
ト
ラ
を
と
り
あ
げ
、
ト
ラ
の
目
立
っ
た
属
性
と
し
て
獰
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猛
さ
と
縞
模
様
を
提
示
し
て
い
る
。
本
質
主
義
的
思
考
に
よ
れ
ば
、
ト
ラ
に
見

ら
れ
る
獰
猛
さ
も
縞
模
様
も
要
す
る
に
ト
ラ
の
本
質
の
現
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
ず
、

獰
猛
さ
と
縞
模
様
を
も
た
ら
し
た
原
因
は
全
く
同
一
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は

あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
ト
ラ
の
獰
猛
さ
と
縞
模
様
に
関
す
る
因
果
関
係
に
つ

い
て
の
こ
の
よ
う
な
本
質
主
義
的
認
識
は
明
ら
か
に
ば
か
げ
て
い
る
。
ア
ン
ら

は
「
ト
ラ
の
獰
猛
さ
を
引
き
お
こ
す
原
因
と
ト
ラ
の
縞
模
様
を
引
き
お
こ
す
原

因
は
別
個
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
原
因
の
間
に
は
何
の
関
係
も
な
い
」

（A
H
N et al., p.63

）
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
示
す
因
果
関
係
の
認
識
に
言
及
し

て
い
る
が
、
ト
ラ
の
獰
猛
さ
と
縞
模
様
に
関
す
る
因
果
関
係
の
認
識
と
し
て
は

こ
ち
ら
の
パ
タ
ー
ン
を
示
す
認
識
の
方
が
は
る
か
に
ま
と
も
で
あ
り
理
に
か

な
っ
て
い
る
。

　

因
果
関
係
の
あ
り
方
は
本
来
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
因
果
関
係
の
認

識
も
多
様
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
複
数
の
別
個
の
原
因
が
作
用
し
て
一
つ
の

結
果
を
も
た
ら
す
場
合
も
あ
れ
ば
、
同
一
の
対
象
に
見
ら
れ
る
複
数
の
属
性
が

そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
原
因
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
さ
ま
ざ

ま
な
場
合
に
応
じ
て
、
因
果
関
係
の
あ
り
方
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
し
か
し
、
本
質
主
義
的
思
考
に
則
る
限
り
、
ア
ン
が
述
べ
て
い
る
よ

う
に
「
最
も
突
出
し
た
構
造
は
、
基
底
に
あ
る
本
質
が
い
か
に
表
層
の
諸
特
徴

を
も
た
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（A

H
N, p.1020

）
た
め
、
因
果
関
係
の
そ

れ
以
外
の
構
造
は
認
識
か
ら
除
外
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
除
外
さ
れ
て

し
ま
い
が
ち
な
構
造
と
し
て
、
特
に
ア
ン
は
「
表
層
の
諸
特
徴
が
相
互
に
関
係

し
あ
っ
て
単
一
の
因
果
連
鎖
を
形
成
す
る
」（ibid.

）
と
い
う
構
造
を
挙
げ
て

い
る
。

　

本
質
主
義
的
思
考
に
関
す
る
最
後
の
論
点
に
移
ろ
う
。
本
質
主
義
的
思
考
は
、

し
ば
し
ば
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
社

会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
適
用
さ
れ
た
本
質
主
義
的
思
考
は
、
深
刻
な
弊
害
を
伴
う

こ
と
が
少
な
く
な
い
。
ゲ
ル
マ
ン
は
、
本
質
主
義
的
思
考
は
「（
人
種
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
、
性
的
指
向
を
含
む
）
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
助

長
し
正
当
化
す
る
」（G

ELM
A
N, p.296

）
と
述
べ
た
う
え
で
、「（
カ
ー
ス
ト
や

階
級
と
い
っ
た
）
人
為
的
区
分
は
自
然
的
不
可
避
的
で
固
定
さ
れ
て
い
る
と
い

う
想
定
を
永
続
さ
せ
る
」（ibid.

）
働
き
も
本
質
主
義
的
思
考
に
は
含
ま
れ
て

い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ハ
ス
ラ
ム
ら
が
行
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
本
質
主
義

的
思
考
に
は
二
つ
の
次
元
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、
人
々
の
間
に
広
く
見
ら
れ
る

社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
捉
え
方
は
こ
れ
ら
二
つ
の
次
元
に
よ
っ
て
強
く
規
定
さ

れ
て
い
る
。
ハ
ス
ラ
ム
ら
は
そ
の
う
ち
の
「
一
つ
の
次
元
は
、
存
在
し
て
い
る

も
の
と
判
断
さ
れ
た
自
然
さ
、
必
然
的
特
徴
、
不
変
性
、
画
然
性
、
歴
史
的
安

定
性
を
結
び
あ
わ
せ
る
」（H

A
SLA

M
 et al., pp.119-120

）
と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
の
次
元
は
動
植
物
の
本
質
主
義
的
な
種
の
概
念
の
形
成
を
担
う
と
共
に
そ
れ

と
同
じ
や
り
方
で
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
も
形
成
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ

ス
ラ
ム
ら
に
よ
れ
ば
「
本
質
主
義
の
確
信
の
第
二
の
次
元
は
、
情
報
性
、
画
一

性
、
生
得
性
、
排
他
性
の
諸
要
素
を
結
び
あ
わ
せ
る
」（H

A
SLA

M
 et al., p.120

）。

本
質
主
義
的
思
考
に
お
い
て
は
、
あ
る
個
人
が
特
定
の
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

構
成
員
で
あ
る
と
い
う
一
片
の
事
実
の
み
に
基
づ
い
て
当
該
の
個
人
に
関
す
る

広
範
な
推
論
が
展
開
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
主
に
こ
の
第
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二
の
次
元
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
有
害
な
社
会
的
偏
見
が
大
い
に
助
長
さ
れ

て
ゆ
く
こ
と
は
容
易
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
方

面
に
及
ん
で
い
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「
精

神
障
害
」
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
ハ
ス
ラ
ム
と
ア
ー
ン
ス
ト
は
「
精
神
障
害

に
つ
い
て
の
本
質
主
義
的
な
存
在
論
的
想
定
が
、
一
般
の
公
衆
の
間
に
見
ら
れ

る
精
神
障
害
に
関
す
る
間
違
っ
た
確
信
と
推
論
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
か
ろ
う

か
」（H

A
SLA

M
 &

 E
RN

ST, p.641

）
と
述
べ
て
、
本
質
主
義
的
思
考
に
か
か

わ
る
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。

二　

現
象
論
的
思
考

　

以
下
本
節
で
現
象
論
的
思
考
と
呼
ぶ
も
の
も
直
観
的
思
考
の
一
つ
で
あ
る
。

現
象
論
的
思
考
に
お
い
て
は
、
感
覚
知
覚
が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て

い
る
。
前
節
で
と
り
あ
げ
た
本
質
主
義
的
思
考
が
感
覚
的
に
は
直
接
知
覚
し
え

な
い
本
質
に
依
拠
し
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
反
面
、
子

ど
も
だ
け
で
は
な
く
成
人
に
も
広
範
に
見
ら
れ
る
と
い
う
点
や
前
科
学
的
で
あ

る
と
い
う
点
で
は
、
現
象
論
的
思
考
は
本
質
主
義
的
思
考
と
同
様
の
性
格
を
有

し
て
い
る
。

　

現
象
論
的
思
考
の
顕
著
な
特
性
と
し
て
、
ま
ず
最
初
に
非
合
理
的
な
魔
術
的

思
考
と
の
親
和
性
に
着
目
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ

た
っ
て
重
要
と
な
る
の
は
、
因
果
関
係
に
関
す
る
論
点
で
あ
る
。
現
実
の
世
界

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
因
果
関
係
が
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
心
理
的
因
果
関
係

と
物
理
的
因
果
関
係
の
二
つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
心
理
的
因
果
関
係

は
、
欲
求
や
意
志
、
考
え
な
ど
心
の
働
き
が
原
因
と
し
て
作
用
し
何
ら
か
の
結

果
が
引
き
お
こ
さ
れ
る
場
合
の
因
果
関
係
で
あ
る
。
例
を
挙
げ
る
と
、
室
内
が

暑
い
の
で
涼
し
く
し
た
い
と
思
い
、
窓
を
開
け
れ
ば
涼
し
く
な
る
と
考
え
て
、

実
際
に
窓
が
開
け
ら
れ
る
と
い
う
結
果
が
引
き
お
こ
さ
れ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
心

理
的
因
果
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
仮
に
念
力
と
い
う
も
の
が
あ
る
と

し
て
、
あ
る
人
が
念
力
を
働
か
せ
て
品
物
を
動
か
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
に

も
心
理
的
因
果
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
物
理
的
因

果
関
係
は
、
複
数
の
純
然
た
る
物
理
的
事
象
の
間
に
成
立
す
る
因
果
関
係
で
あ

る
。
強
風
が
吹
い
た
た
め
に
（
原
因
）、
庭
の
鉢
植
え
が
倒
れ
た
（
結
果
）
と

い
う
場
合
の
因
果
関
係
は
、
物
理
的
因
果
関
係
の
一
例
で
あ
る
。
二
つ
の
事
象

間
に
因
果
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
面
で
は
、
そ
の
因
果
関
係

が
心
理
的
因
果
関
係
な
の
か
、
そ
れ
と
も
物
理
的
因
果
関
係
な
の
か
に
つ
い
て

判
断
に
苦
し
ん
だ
り
判
断
を
誤
っ
た
り
す
る
こ
と
は
普
通
は
な
い
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
ス
ボ
ッ
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
事
象
が
確
実
な
結
び
つ
き
に

よ
っ
て
因
果
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
人
間
が
「
当
の
関
連
に
つ
い
て
い
か
な
る
ま
と
も

な
説
明
も
提
示
で
き
な
い
」（S

U
BBO

T
SK

Y, p.53

）
と
い
っ
た
事
態
も
あ
り
え

な
い
訳
で
は
な
い
。
当
然
、
そ
う
し
た
事
態
の
も
と
で
は
、
二
つ
の
事
象
間
の

因
果
関
係
が
心
理
的
因
果
関
係
で
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
物
理
的
因
果
関
係
で
あ

る
の
か
の
判
断
も
容
易
で
は
な
く
、
そ
の
判
断
を
迫
ら
れ
た
当
人
は
「
主
観
的
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な
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
、
事
象
間
の
結
び
つ
き
の
論
理
的
必
然
性
の
理
解
を

欠
く
」（ibid.

）
こ
と
に
な
る
と
ス
ボ
ッ
キ
ー
は
い
う
。
こ
う
し
た
状
態
の
も

と
で
は
、
現
象
論
的
思
考
が
台
頭
し
、
子
ど
も
で
あ
れ
成
人
で
あ
れ
感
覚
知
覚

に
よ
っ
て
生
ず
る
主
観
的
印
象
に
強
く
支
配
さ
れ
が
ち
に
な
る
。

　

ス
ボ
ッ
キ
ー
は
、
一
連
の
手
の
こ
ん
だ
実
験
を
行
っ
て
、
現
象
論
的
思
考
が

台
頭
す
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
た
場
面
に
被
験
者
を
立
ち
あ
わ
せ
て
い
る
。
被
験

者
は
男
女
の
大
学
生
で
あ
る
。
一
つ
の
箱
が
用
意
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
カ
ー
ド
を
い
れ
て
か
ら
、
実
験
者
が
あ
る
操
作
を
行
う
。
そ
の
操
作
の

終
了
後
に
被
験
者
が
箱
の
な
か
を
見
る
と
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
カ
ー
ド
は
す
っ
か

り
破
砕
さ
れ
て
い
る
。
実
験
者
が
行
う
操
作
は
三
つ
あ
る
。
①
実
験
者
は
、
被

験
者
が
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
機
械
装
置
の
ス
イ
ッ
チ
を
い
れ
て
し
ば
ら
く

作
動
さ
せ
る
と
、機
械
装
置
が
光
や
音
を
発
す
る
。②
実
験
者
は
、プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
カ
ー
ド
の
は
い
っ
た
箱
に
向
け
て
両
手
を
震
わ
せ
な
が
ら
激
し
い
表
情
を

作
っ
て
「
精
神
作
用
」
を
発
揮
す
る
た
め
の
実
演
を
行
う
。
③
実
験
者
は
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
カ
ー
ド
の
は
い
っ
た
箱
に
「
呪
文
」
を
か
け
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
操

作
が
順
次
行
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
操
作
が
終
了
す
る
た
び
に
被
験
者
は
い
ず
れ

の
場
合
に
も
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
カ
ー
ド
が
破
砕
さ
れ
て
い
る
の
を
見
せ
ら
れ
る
。

一
つ
の
操
作
が
終
了
す
る
ご
と
に
、
被
験
者
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
カ
ー
ド
の
破
砕

が
当
該
の
操
作
に
よ
っ
て
引
き
お
こ
さ
れ
た
と
思
う
か
否
か
に
つ
い
て
質
問
さ

れ
る
（cf. S

U
BBO

T
SK

Y, p.63

）。

　

全
体
的
に
マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー
の
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
実
験
で
あ
る
た

め
、
ど
う
い
う
仕
組
で
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
カ
ー
ド
が
破
砕
さ
れ
る
の
か
被
験
者
が

そ
の
場
で
正
確
に
把
握
す
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
操
作
が
終
了

す
る
た
び
に
な
さ
れ
る
質
問
に
対
し
て
、
被
験
者
が
①
の
操
作
は
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
カ
ー
ド
の
破
砕
を
引
き
お
こ
し
た
と
思
う
と
回
答
し
た
場
合
に
は
、
物
理
的

因
果
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
②
の
操
作
は

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
カ
ー
ド
の
破
砕
を
引
き
お
こ
し
た
と
思
う
と
回
答
し
た
場
合
に

は
、
心
理
的
因
果
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
③
の
操

作
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
カ
ー
ド
の
破
砕
を
引
き
お
こ
し
た
と
思
う
と
回
答
し
た
場

合
に
は
、
何
ら
か
の
魔
術
的
な
種
類
の
心
理
的
因
果
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

各
操
作
終
了
後
の
質
問
に
対
す
る
被
験
者
の
回
答
に
つ
い
て
ス
ボ
ッ
キ
ー
は

「
口
頭
で
表
明
さ
れ
た
判
断
で
は
、〔
操
作
③
の
〕
呪
文
が
効
果
を
発
揮
し
た
可

能
性
を
認
め
る
よ
り
も
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
カ
ー
ド
は
〔
操
作
①
の
〕
物
理
的
装

置
の
作
用
を
被
っ
た
の
だ
と
考
え
る
被
験
者
の
方
が
多
か
っ
た
」（S

U
B-

BO
T
SK

Y, p.64

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
被
験
者
が
科
学
技
術
の
発
達
し
た
現
代

社
会
の
大
学
生
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
ス
ボ
ッ
キ
ー
は
、
行
動
を
伴
う
も
っ
と
踏
み
込
ん
だ
水
準
に
目
を
転
じ

れ
ば
事
情
は
大
き
く
異
な
っ
て
き
て
、
文
明
社
会
に
生
き
る
現
代
人
に
お
い
て

も
魔
術
的
思
考
と
結
び
つ
い
た
現
象
論
的
思
考
が
台
頭
し
て
く
る
こ
と
を
強
調

し
て
い
る
。
ス
ボ
ッ
キ
ー
の
マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー
ば
り
の
実
験
に
は
続
き
が
あ
っ

て
、
実
は
続
き
の
部
分
が
眼
目
な
の
で
あ
る
。

　

実
験
の
続
き
の
部
分
は
二
段
階
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
段
階
で
は
、
被

験
者
は
、
件
の
箱
の
な
か
に
自
分
の
運
転
免
許
証
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
カ
ー
ド
製
）
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を
い
れ
た
う
え
で
、
実
験
者
が
上
述
の
操
作
①
②
③
を
繰
り
返
す
こ
と
に
同
意

す
る
か
、
も
し
く
は
実
験
者
に
そ
れ
ら
の
操
作
は
行
わ
な
い
よ
う
に
要
請
す
る

か
の
選
択
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
験
者
が
操
作
を
行
う
こ
と
に
被
験
者

が
同
意
し
た
場
合
に
は
、
実
験
者
は
運
転
免
許
証
が
無
事
に
被
験
者
に
返
還
さ

れ
る
こ
と
は
保
証
で
き
な
い
と
い
う
条
件
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
操
作
が
な
さ

れ
る
こ
と
に
対
す
る
同
意
は
こ
の
条
件
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
同
意

し
た
場
合
に
は
被
験
者
は
リ
ス
ク
を
引
き
う
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

第
二
段
階
で
は
、
同
意
し
た
場
合
に
被
験
者
が
引
き
う
け
ね
ば
な
ら
な
い
リ
ス

ク
が
格
段
に
高
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
度
は
箱
の
な
か
に
自
分
の
運
転
免

許
証
で
は
な
く
自
分
の
手
を
い
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
倫
理
的
な
問
題
も
考

慮
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
被
験
者
に
対
し
て
は
、
実
験
者
の
求
め
が
あ
っ
て
も
自

分
の
意
に
反
す
る
こ
と
は
一
切
し
な
く
て
も
よ
い
旨
が
は
っ
き
り
と
説
明
さ
れ

る
（cf. S

U
BBO

T
SK

Y, pp.63-64

）。

　

ス
ボ
ッ
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
自
分
の
運
転
免
許
証
を
箱
の
な
か
に
い
れ
る
第
一

段
階
で
は
一
六
名
の
被
験
者
の
う
ち
二
名
が
実
験
者
に
操
作
③
の
呪
文
を
唱
え

な
い
よ
う
要
請
し
た
の
に
対
し
て
、
自
分
の
手
を
箱
の
な
か
に
い
れ
る
第
二
段

階
で
は
一
六
名
中
実
に
半
数
の
八
名
の
被
験
者
が
実
験
者
に
そ
の
呪
文
を
唱
え

な
い
よ
う
要
請
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ス
ボ
ッ
キ
ー
は
こ
の
実
験
結
果
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。「
非
言
語
的
な
態
度
と
行
為
の
水
準
で
は
、
成

人
も
魔
術
的
な
説
明
を
科
学
的
な
説
明
と
同
程
度
に
意
識
的
に
う
け
い
れ
る
下

地
を
も
っ
て
い
る
。
… 

魔
術
的
な
説
明
を
放
棄
す
る
こ
と
に
伴
う
代
償
が
増

大
す
る
に
つ
れ
、
成
人
が
魔
術
を
軽
々
し
く
信
じ
て
し
ま
う
度
合
い
は
相
当
程

度
高
ま
る
」（S

U
BBO

T
SK

Y, p.64

）。

　

右
の
ス
ボ
ッ
キ
ー
に
よ
る
実
験
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
魔
術
的

思
考
が
前
面
に
で
て
く
る
場
面
で
は
知
覚
に
伴
う
強
烈
な
感
覚
的
印
象
が
重
要

な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
現
象
論
的
思
考
は
感
覚
知
覚
に
強
く
依
拠
し
た
思
考

で
あ
り
、
右
の
実
験
で
も
、
実
験
者
が
呪
文
を
か
け
て
か
ら
丁
度
よ
い
タ
イ
ミ

ン
グ
で
ず
た
ず
た
に
寸
断
さ
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
カ
ー
ド
を
見
せ
ら
れ
る
な
ど
、

被
験
者
に
お
け
る
感
覚
知
覚
が
強
い
印
象
を
伴
う
よ
う
に
細
か
な
工
夫
が
施
さ

れ
て
い
る
。「
あ
る
種
の
状
況
下
で
は
、
科
学
技
術
の
進
歩
し
た
社
会
に
生
活

し
て
い
る
人
間
で
も
現
象
論
的
で
魔
術
的
な
説
明
を
す
ん
な
り
と
う
け
い
れ
て

し
ま
う
」（ibid.

）
と
ス
ボ
ッ
キ
ー
は
述
べ
て
い
る
が
、
ス
ボ
ッ
キ
ー
の
い
う

「
あ
る
種
の
状
況
」
と
は
高
い
リ
ス
ク
を
伴
う
行
為
に
か
か
わ
る
よ
う
な
状
況

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

し
か
し
、
人
々
が
現
象
論
的
思
考
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
何

も
そ
う
し
た
特
別
な
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
た
と
き
に
限
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
。

ご
く
日
常
的
な
場
面
で
も
、
人
々
は
現
象
論
的
思
考
に
基
づ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な

営
み
に
従
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
象
論
的
思
考
は
知
覚
や
感
覚
的
印
象
に

強
く
依
拠
し
た
主
観
的
性
格
の
濃
い
思
考
で
あ
る
が
、
普
通
ほ
と
ん
ど
の
人
々

は
、
感
覚
を
通
じ
て
知
覚
さ
れ
る
通
り
に
あ
り
あ
り
と
体
験
さ
れ
る
多
様
な
対

象
の
具
体
的
な
諸
属
性
は
当
然
そ
れ
ら
の
対
象
が
有
し
て
い
る
客
観
的
な
諸
属

性
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
毎
日
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
感

覚
知
覚
に
即
し
て
主
観
的
に
体
験
さ
れ
る
世
界
が
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
と
し
て

素
朴
に
受
容
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
受
容
を
支
え
て
い
る
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の
は
現
象
論
的
思
考
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
容
易
に
見
て
と
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
現
代
の
自
然
科
学
は
全
く
異
な
っ
た
思
考
に
根
ざ
し
て
い
る
。

客
観
的
世
界
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
の
物
理
的
特
性
と
し
て
現
代
の
自

然
科
学
が
提
示
す
る
特
性
に
は
、
感
覚
的
に
知
覚
さ
れ
る
諸
属
性
が
全
く
含
ま

れ
て
い
な
い
。
日
常
的
な
知
覚
の
場
面
で
は
真
紅
の
花
は
感
覚
的
に
鮮
や
か
に

そ
の
赤
い
色
が
体
験
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
関
す
る
科
学
的
記
述
に
登
場
す
る
の

は
、
特
定
の
波
長
の
可
視
光
線
、
網
膜
上
の
変
化
、
神
経
細
胞
に
お
け
る
電
位

差
、
シ
ナ
プ
ス
に
お
け
る
神
経
伝
達
物
質
と
い
っ
た
も
の
ば
か
り
な
の
で
あ
っ

て
、
主
観
的
に
体
験
さ
れ
る
赤
い
色
の
赤
さ
そ
の
も
の
は
ど
こ
に
も
登
場
し
て

こ
な
い
の
で
あ
る
。
大
森
の
表
現
を
借
用
す
れ
ば
、
自
然
科
学
が
記
述
す
る
世

界
と
は
「
無
色
無
音
無
味
無
臭
、
完
全
不
感
症
の
物
理
的
事
物
の
世
界
」（
大
森
、

七
頁
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
世
界
の
科
学
的
な
客
観
的
記
述
は
、
感

覚
知
覚
に
媒
介
さ
れ
た
体
験
に
即
し
た
主
観
的
記
述
と
は
意
味
の
次
元
を
異
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
と
の
関
連
で
ス
ボ
ッ
キ
ー
は
科
学
教
育
に
論
及
し
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。「
科
学
教
育
の
一
つ
の
重
要
な
目
標
は
、
主
観
的
記
述
方
式
と
客
観

的
記
述
方
式
と
の
こ
う
し
た
違
い
を
明
る
み
に
だ
す
こ
と
で
あ
る
」（S

U
B-

BO
T
SK

Y, p.46

）。
科
学
教
育
の
こ
の
目
標
は
、
生
徒
に
お
け
る
思
考
の
あ
り
方

と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
目
標
は
、
科
学
的
思
考
の
特
質
を
理
解
し

た
う
え
で
そ
れ
が
日
常
的
な
現
象
論
的
思
考
と
は
全
く
異
質
な
次
元
に
立
脚
し

て
い
る
こ
と
を
、
生
徒
自
ら
が
主
体
的
に
了
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
達
成

さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
困
難
な
目
標
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
察

し
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
実
際
に
こ
の
目
標
の
達
成
状
況
は
決
し
て
芳

し
い
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
ス
ボ
ッ
キ
ー
は
、
六
歳
児
、
九
歳
児
、

成
人
を
被
験
者
と
す
る
一
連
の
実
験
を
行
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
実
験
で
は
、
被
験
者
に
赤
い
色
の
鉛
筆
を
提
示
し
た
う
え
で
、
今
現

に
感
じ
て
い
る
そ
の
赤
さ
は
鉛
筆
そ
れ
自
体
に
あ
る
と
思
う
か
、
そ
れ
と
も
そ

れ
を
感
じ
て
い
る
被
験
者
自
身
の
心
の
う
ち
に
あ
る
と
思
う
か
と
い
う
設
問
に

回
答
を
求
め
る
と
い
っ
た
や
り
方
で
、
具
体
的
な
色
、
音
、
臭
い
、
味
な
ど
の

感
覚
的
な
質
に
関
し
て
、
被
験
者
が
現
象
論
的
思
考
に
即
し
た
位
置
づ
け
を
す

る
の
か
、
そ
れ
と
も
科
学
的
思
考
に
即
し
た
位
置
づ
け
を
す
る
の
か
が
調
査
さ

れ
て
い
る
（cf. S

U
BBO

T
SK

Y, pp.47, 49-50

）。

　

ス
ボ
ッ
キ
ー
に
よ
る
こ
れ
ら
の
実
験
は
、
ⓐ
対
象
の
主
観
的
感
覚
と
対
象
の

客
観
的
物
理
的
特
性
と
は
別
個
の
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ

め
被
験
者
に
教
示
す
る
場
面
を
含
ま
な
い
実
験
、
ⓑ
そ
の
よ
う
な
教
示
を
含
む

実
験
（
教
示
に
当
た
っ
て
は
六
歳
児
に
も
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
言
葉
を

工
夫
し
た
り
、
図
を
用
い
た
り
す
る
が
、
教
示
そ
の
も
の
は
基
本
的
に
言
語
的

で
あ
る
）、
ⓒ
光
の
当
た
り
方
次
第
で
同
一
対
象
の
色
が
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す

る
様
子
な
ど
を
実
地
に
被
験
者
に
見
せ
る
こ
と
も
含
め
た
教
示
を
あ
ら
か
じ
め

施
す
実
験
に
区
分
さ
れ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
す
で
に
科
学
教
育
を
あ
る
程

度
う
け
た
は
ず
の
成
人
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
回
答
で
あ
る
。
ス
ボ
ッ
キ
ー
に

よ
れ
ば
、
ⓐ
の
実
験
で
は
「
成
人
た
ち
は
六
歳
児
お
よ
び
九
歳
児
と
比
較
し
て
、

対
象
の
心
理
的
な
記
述
と
物
理
的
な
記
述
の
違
い
に
つ
い
て
の
理
解
に
お
い
て

有
意
な
向
上
を
示
さ
な
か
っ
た
」（S

U
BBO

T
SK

Y, p.47

）。
成
人
が
提
示
し
た
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こ
う
し
た
回
答
に
反
映
さ
れ
て
い
る
世
界
像
に
つ
い
て
、
ス
ボ
ッ
キ
ー
は
「
こ

れ
は
現
代
科
学
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
教
育
課
程
な
ら
び
に
教
科
書
に
反
映
さ

れ
て
い
る
世
界
像
に
明
ら
か
に
背
反
す
る
」（S

U
BBO

T
SK

Y, p.48

）
と
指
摘
し

て
い
る
。
ま
た
、
ス
ボ
ッ
キ
ー
は
ⓑ
の
実
験
に
関
し
て
は
、
被
験
者
に
対
し
て

あ
ら
か
じ
め
行
わ
れ
る
教
示
は
「
子
ど
も
た
ち
に
は
無
効
で
あ
り
、
成
人
た
ち

に
は
わ
ず
か
な
プ
ラ
ス
の
効
果
を
生
じ
た
に
す
ぎ
な
い
」（S

U
BBO

T
SK

Y, p.50

）

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ⓒ
の
実
験
に
つ
い
て
も
、
ス
ボ
ッ
キ
ー
は
総
合
的

に
見
て
「
成
人
た
ち
は
感
覚
の
主
観
的
性
質
に
関
し
て
六
歳
児
お
よ
び
九
歳
児

よ
り
も
す
ぐ
れ
た
理
解
を
示
し
て
い
な
い
」（ibid.

）
と
断
じ
て
い
る
。

　

右
の
実
験
結
果
は
、
現
象
論
的
思
考
が
日
常
的
な
場
面
で
も
き
わ
め
て
強
力

な
拘
束
力
を
子
ど
も
に
も
成
人
に
も
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

学
校
で
一
通
り
科
学
教
育
を
う
け
た
と
し
て
も
、
そ
の
拘
束
力
は
微
動
だ
に
し

な
い
こ
と
も
あ
わ
せ
て
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
本
節
で
は
こ
の
点
を
指

摘
す
る
に
と
ど
め
、
そ
の
背
景
要
因
に
つ
い
て
は
第
四
節
で
触
れ
る
こ
と
に
し

た
い
。

三　

そ
の
他
の
直
観
的
思
考

　

前
々
節
で
と
り
あ
げ
た
本
質
主
義
的
思
考
や
前
節
で
と
り
あ
げ
た
現
象
論
的

思
考
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
ほ
ど
重
要
な
直
観
的
思
考
と
し
て
、
目
的
論
的
思

考
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
目
的
論
的
思
考
は
、
そ
の
名
称
が
示
唆
す
る
よ

う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
や
事
象
を
こ
と
さ
ら
に
明
確
な
目
的
と
結
び
つ
け
て

捉
え
る
発
想
に
も
と
づ
く
思
考
で
あ
る
。
目
的
論
的
思
考
に
よ
っ
て
目
的
と
結

び
つ
け
ら
れ
る
対
象
や
事
象
と
し
て
は
、
動
植
物
の
属
性
、
動
物
の
行
動
の
属

性
、
自
然
界
の
無
生
物
（
山
や
川
や
岩
の
類
）
の
属
性
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
キ
リ
ン
の
首
が
長
い
の
は
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
木
の
葉
を
食
べ

る
た
め
で
あ
る
と
か
、
岩
が
尖
っ
て
い
る
の
は
大
型
獣
に
座
ら
れ
て
砕
か
れ
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
（
あ
る
い
は
動
物
が
痒
い
と
こ
ろ
を
こ
す
っ
て
掻

く
た
め
で
あ
る
）
と
い
っ
た
内
容
の
思
考
で
あ
る
。

　

目
的
論
的
思
考
も
発
達
の
ご
く
初
期
か
ら
現
れ
る
が
、
発
達
に
伴
っ
て
適
用

領
域
が
限
定
さ
れ
て
く
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
ケ
ー
ル

メ
ン
は
「
正
規
の
科
学
教
育
に
先
行
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

生
物
な
ら
び
に
無
生
物
に
対
し
て
見
境
な
し
に
役
割
を
帰
属
さ
せ
、
そ
れ
ら
を

「
何
か
あ
る
も
の
の
た
め
に
作
ら
れ
た
」
も
の
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
」

（K
ELEM

EN, p.1448

）
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
初
等
学
校
の
「
第
一
学
年
か
ら

第
四
学
年
の
間
に
生
ず
る
、
子
ど
も
た
ち
の
目
的
論
的
直
観
の
性
質
の
発
達
的

変
化
」（ibid.

）
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
概
括
し
て
い
る
。「
第
四
学
年
に
達
す

る
こ
ろ
に
は
、
す
で
に
子
ど
も
た
ち
は
成
人
と
同
様
に
、
多
く
の
生
物
学
的
属

性
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
そ
の
生
物
自
身
に
役
だ
つ
の
だ
と
い
う
目
的
論
的
説
明

は
進
ん
で
是
認
す
る
が
、
社
会
的
な
〔
す
な
わ
ち
他
者
の
役
に
た
つ
の
だ
と
い

う
〕
目
的
論
的
説
明
は
是
認
し
な
く
な
る
。
ま
た
、
自
然
界
の
無
生
物
に
対
す

る
子
ど
も
た
ち
の
目
的
論
的
傾
向
は
転
換
を
迎
え
る
よ
う
で
、
余
り
強
固
で
は

な
く
な
っ
て
く
る
」（ibid.

）。
と
は
い
え
、
こ
れ
以
降
目
的
論
的
思
考
は
子
ど

も
の
内
部
で
そ
の
重
要
性
を
大
き
く
減
じ
て
し
ま
う
訳
で
は
な
い
し
、
成
人
に
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な
っ
て
か
ら
は
目
的
論
的
思
考
を
用
い
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
テ
ー

マ
に
よ
っ
て
は
目
的
論
思
考
が
人
々
の
認
識
を
強
力
に
拘
束
し
続
け
る
。
一
例

を
挙
げ
よ
う
。
学
校
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
生
物
の

進
化
に
つ
い
て
学
ぶ
際
に
は
自
然
淘
汰
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
把
握
す
る
こ
と
が
ポ

イ
ン
ト
と
な
る
が
、
目
的
論
的
思
考
は
こ
れ
に
対
し
て
大
き
な
阻
害
要
因
と
な

る
。
ケ
ー
ル
メ
ン
は
「
生
物
の
個
体
群
中
の
遺
伝
子
変
異
に
作
用
す
る
物
理
的

メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
で
は
な
く
、
意
図
的
な
構
想
に
類
す
る
目
標
志
向
的
な
過

程
と
し
て
自
然
淘
汰
を
誤
認
す
る
、
子
ど
も
に
も
成
人
に
も
見
ら
れ
る
系
統

だ
っ
た
傾
向
」（K

ELEM
EN, p.1449

）
に
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
の
傾
向
は
、

本
来
目
的
と
は
無
縁
の
純
然
た
る
自
然
現
象
で
あ
る
自
然
淘
汰
の
過
程
に
、
目

的
論
的
思
考
が
目
的
を
も
ち
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
目
的

を
考
え
る
こ
と
が
意
味
を
な
さ
な
い
事
象
に
つ
い
て
、
こ
と
さ
ら
に
目
的
の
観

点
か
ら
考
え
よ
う
と
す
る
こ
う
し
た
傾
向
の
是
正
は
、
実
際
容
易
な
こ
と
で
は

な
い
。
ケ
ー
ル
メ
ン
の
行
っ
た
実
験
で
は
、
子
ど
も
と
成
人
の
被
験
者
に
対
し

ま
ず
最
初
に
、
雲
が
で
き
る
仕
組
に
つ
い
て
図
も
用
い
な
が
ら
平
易
な
形
で
科

学
的
な
解
説
を
施
し
た
う
え
で
、
自
然
界
の
動
物
お
よ
び
無
生
物
の
各
種
の
属

性
に
つ
い
て
質
問
し
、
あ
ら
か
じ
め
提
示
さ
れ
た
雲
に
つ
い
て
の
解
説
に
匹
敵

す
る
よ
う
な
科
学
的
な
（
す
な
わ
ち
目
的
論
的
で
は
な
い
）
答
を
探
る
よ
う
被

験
者
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
実
験
の
結
果
を
、
科
学
的
な
解
説
を
あ
ら
か
じ
め

被
験
者
に
提
示
し
な
い
別
の
実
験
（
最
初
に
科
学
的
な
解
説
を
提
示
し
な
い
と

い
う
点
以
外
は
同
一
内
容
の
実
験
）
の
結
果
と
比
較
し
て
ケ
ー
ル
メ
ン
は
、
事

前
に
行
わ
れ
た
雲
の
形
成
に
関
す
る
科
学
的
解
説
は
「
自
然
界
の
無
生
物
に
関

す
る
目
的
論
的
な
答
を
支
持
す
る
子
ど
も
の
傾
向
に
も
成
人
の
傾
向
に
も
統
計

的
に
何
ら
有
意
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
」（K

ELEM
EN, pp.1147-1448

）

と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

目
的
論
的
思
考
に
関
し
て
最
後
に
次
の
点
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
本
質

主
義
的
思
考
な
ど
他
の
直
観
的
思
考
と
同
様
に
、
目
的
論
的
思
考
も
文
化
の
相

違
を
超
え
て
人
類
に
共
通
し
た
思
考
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
ケ
ー
ル
メ
ン
は

「
大
半
の
文
化
、
な
か
で
も
機
械
論
的
科
学
が
支
配
的
で
は
な
い
文
化
に
属
し

て
い
る
成
人
は
、
意
図
に
も
と
づ
い
た
な
い
し
は
宗
教
的
な
目
的
論
的
説
明
は

自
然
界
の
対
象
お
よ
び
事
象
に
つ
い
て
説
明
す
る
た
め
の
申
し
分
の
な
い
や
り

方
だ
と
思
っ
て
い
る
」（K

ELEM
EN, p.1448

）
と
述
べ
て
い
る
。

　

次
に
、
統
計
学
に
お
け
る
初
歩
的
な
基
本
概
念
に
か
か
わ
る
論
点
を
と
り
あ

げ
る
こ
と
に
す
る
。
統
計
学
で
扱
わ
れ
る
基
本
概
念
の
な
か
に
は
、
子
ど
も
に

も
成
人
に
も
理
解
が
き
わ
め
て
困
難
な
も
の
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
困
難
は
大
半
が
直
観
的
思
考
に
固
執
す
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
フ
ィ
シ
ュ
バ
イ
ン
と
シ
ュ
ナ
ー
チ
は
「
直
観
に
も
と
づ
く
誤
概
念
に

導
く
と
さ
れ
て
き
た
有
名
な
確
率
問
題
」（F

ISCH
BEIN &

 S
CH

N
A
RCH, p.102

）

を
用
い
て
、
初
等
学
校
と
中
等
学
校
の
生
徒
な
ら
び
に
成
人
（
大
学
生
）
を
被

験
者
と
す
る
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
調
査
で
は
、
い
ず
れ
も
正
し
い
と
思

う
答
を
与
え
ら
れ
た
選
択
肢
の
な
か
か
ら
選
ぶ
八
題
の
問
題
が
被
験
者
に
提
示

さ
れ
て
い
る
。

　

フ
ィ
シ
ュ
バ
イ
ン
と
シ
ュ
ナ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
調
査
の
結
果
、
被
験
者
の
年

齢
が
あ
が
る
に
つ
れ
誤
答
が
減
っ
て
ゆ
く
問
題
も
あ
る
が
、
逆
に
被
験
者
の
年
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齢
と
共
に
誤
答
が
増
え
て
ゆ
く
問
題
や
被
験
者
の
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
一
貫
し

て
誤
答
が
多
い
問
題
も
確
認
さ
れ
た
。
例
を
挙
げ
る
と
、
産
ま
れ
る
新
生
児
が

男
児
で
あ
る
確
率
は
五
〇
％
、
一
日
に
産
ま
れ
る
新
生
児
の
数
は
Ａ
病
院
は
平

均
一
五
名
、
Ｂ
病
院
は
平
均
四
五
名
で
あ
る
と
す
る
と
、
一
年
間
を
通
じ
て
一

日
に
生
ま
れ
た
新
生
児
の
六
〇
％
以
上
が
男
児
で
あ
る
日
は
、
Ａ
病
院
の
方
が

多
い
か
、
そ
れ
と
も
Ｂ
病
院
の
方
が
多
い
か
、
そ
れ
と
も
両
病
院
で
同
じ
か
を

問
う
問
題
で
は
、
正
答
は
Ａ
病
院
で
あ
る
の
に
、
誤
答
が
被
験
者
の
年
齢
と
と

も
に
増
え
、
成
人
の
被
験
者
の
実
に
八
九
％
が
両
病
院
で
同
じ
と
誤
答
し
て
い

る
。
ま
た
、
一
度
に
二
つ
の
さ
い
こ
ろ
を
振
っ
た
場
合
、
①
五
と
六
の
目
が
で

る
確
率
と
②
六
と
六
の
目
が
で
る
確
率
で
は
①
の
方
が
②
よ
り
も
大
き
い
と
い

う
の
が
正
答
で
あ
る
が
、
ど
の
年
齢
層
の
被
験
者
も
七
〇
％
以
上
の
者
が
①
と

②
は
同
じ
で
あ
る
と
誤
答
し
て
い
る
（cf. F

ISCH
BEIN &

 S
CH

N
A
RCH, pp.98-

99

）。

　

他
方
メ
ッ
ツ
は
、
幼
稚
園
児
、
初
等
学
校
三
年
生
、
大
学
生
各
一
二
名
を
被

験
者
と
し
て
ラ
ン
ダ
ム
概
念
の
理
解
に
関
す
る
実
験
的
研
究
を
行
っ
て
い
る
が
、

メ
ッ
ツ
が
「
幼
稚
園
児
一
二
名
全
員
が
ラ
ン
ダ
ム
な
現
象
に
お
け
る
何
ら
か
の

側
面
を
決
定
論
的
に
解
釈
し
た
の
に
対
し
、
一
二
名
の
三
年
生
の
う
ち
九
名
と

一
二
名
の
大
学
生
の
う
ち
八
名
が
同
様
の
解
釈
を
し
た
」（M

ET
Z, p.311

）
と

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ど
の
年
齢
層
で
も
大
半
の
被
験
者
が
ラ
ン
ダ
ム
な
現

象
を
何
ら
か
の
形
で
決
定
論
的
な
現
象
と
誤
認
す
る
顕
著
な
傾
向
を
示
し
て
い

る
。
教
育
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
傾
向
を
是
正
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
ば
か

り
か
、
こ
う
し
た
傾
向
に
よ
っ
て
教
育
の
目
標
達
成
が
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
事

態
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
メ
ッ
ツ
が
い
う
よ
う
に
「
統
計
学
の
形
式
的
な
知

識
は
、
生
徒
が
教
育
の
場
に
持
ち
込
ん
で
く
る
不
適
切
な
概
念
を
自
動
的
に
修

正
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
的
外
れ
な
直
観
は
教
育
に
対
し
て
極
度
に
抵
抗
す
る

場
合
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（M

ET
Z, p.293

）
か
ら
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
創
発
的
過
程
（em

ergent process

）
の
認
識
に
関
す
る
論
点
を

と
り
あ
げ
た
い
。
チ
ー
は
創
発
的
過
程
と
直
接
的
過
程
（direct process

）

を
区
別
し
て
い
る
。
直
接
的
過
程
の
パ
タ
ー
ン
は
基
本
的
に
そ
の
構
成
要
因
の

作
用
と
そ
の
直
接
的
な
結
果
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
創
発
的
過
程

の
パ
タ
ー
ン
は
多
数
の
構
成
要
因
の
相
互
作
用
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
ゆ
く
な
か

で
発
現
し
て
く
る
。
創
発
的
過
程
の
例
と
し
て
チ
ー
は
液
体
や
気
体
の
拡
散
現

象
を
と
り
あ
げ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
拡
散
の
よ
う
な
過
程
に
は
始
ま

り
も
終
わ
り
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
常
に
進
行
中

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
拡
散

は
（
分
子
の
ラ
ン
ダ
ム
な
運
動
と
い
っ
た
）
多
数
の
独
立
し
た
同
時
的
で
画
一

的
で
局
所
的
な
活
動
の
正
味
の
効
果
で
あ
る
」（C

H
I, 2000, p.173

）。
チ
ー
に

よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
創
発
的
過
程
と
直
接
的
過
程
の
全
体
的
パ
タ
ー
ン
を

担
う
因
果
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
明
瞭
に
（
お
そ
ら
く
は
存
在
論
的
に
）
異
な
っ
て

い
る
」（C

H
I, 2005, p.181

）。
両
者
の
相
違
は
ま
さ
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
相
違
と

い
う
に
ふ
さ
わ
し
く
、
こ
の
点
に
着
目
し
て
チ
ー
と
ロ
ス
コ
ー
は
、
も
と
も
と

「
生
徒
た
ち
は
創
発
的
過
程

0

0

0

0

0

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
欠
い
て
い
る
」（C

H
I &

 R
O
S-

CO
E, p.19

）
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
帰
結
は
重
大
で
注
目
に
値
す
る
。

チ
ー
と
ロ
ス
コ
ー
が
い
う
よ
う
に
「
あ
る
概
念
が
ひ
と
た
び
所
与
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
あ
て
が
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
概
念
は
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
切
の
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特
徴
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
る
」（C

H
I &

 R
O
SCO

E, p.13

）
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
結
果
、
生
徒
の
直
観
的
思
考
は
、
因
果
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
含
め
て
直
接
的
過

程
の
一
切
の
特
徴
を
受
け
継
ぐ
形
で
創
発
的
過
程
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
錯
誤
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

チ
ー
に
よ
れ
ば
、
生
徒
た
ち
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
過
程
を
直
接
的
過
程
と
し
て

解
釈
す
る
生
得
的
傾
向
」（C

H
I, 2005, p.186

）
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
創
発
的
過
程
を
創
発
的
過
程
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
容
易
に
は
な
し
え
な

い
。
こ
れ
は
生
徒
だ
け
で
は
な
く
一
般
の
成
人
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
直

観
的
思
考
が
依
拠
す
る
直
観
は
決
し
て
何
に
対
し
て
も
開
か
れ
て
い
る
訳
で
は

な
く
、
強
い
バ
イ
ア
ス
が
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
創
発
的
過

程
の
認
識
に
は
お
よ
そ
な
じ
ま
な
い
の
で
あ
る
。

四　

直
観
的
思
考
様
式
の
背
景
要
因

　

直
観
的
思
考
様
式
を
と
る
思
考
に
は
以
上
に
概
観
し
た
通
り
い
く
つ
か
の
種

類
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
発
達
の
ご
く
初
期
か
ら
自
ず
と
出
現
し
、

ま
た
文
化
の
相
違
を
超
え
て
人
類
共
通
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
に
着
目
し
て
、

直
観
的
思
考
様
式
を
も
た
ら
し
た
背
景
要
因
と
し
て
人
類
の
進
化
を
と
り
あ
げ

る
論
者
が
少
な
く
な
い
。
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
前
節
で
触
れ
た
よ

う
に
直
観
的
思
考
は
統
計
学
に
お
け
る
基
本
概
念
に
か
か
わ
る
誤
り
に
導
く
が
、

ガ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
と
ア
ル
グ
レ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
「
誤
概
念
は
、
我
々
の
文
化

の
う
ち
の
習
得
さ
れ
た
部
分
と
し
て
か
、
あ
る
い
は
（
極
端
な
場
合
に
は
）
今

よ
り
も
単
純
で
あ
っ
た
時
代
に
お
け
る
自
然
淘
汰
に
由
来
す
る
脳
機
能
と
し
て

多
く
の
人
々
に
深
く
根
づ
い
て
い
る
、
物
事
に
つ
い
て
の
思
考
法
の
一
部
で
あ

る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
」（G

A
RFIELD &

 A
H
LGREN, p.58

）
と
控
え
目
な

い
い
回
し
で
述
べ
て
い
る
。
他
の
論
者
に
は
も
っ
と
踏
み
込
ん
だ
形
の
論
及
も

見
ら
れ
る
。
人
々
に
深
く
根
づ
い
た
思
考
様
式
で
あ
る
直
観
的
思
考
様
式
は
い

わ
ば
我
々
人
間
の
心
の
習
慣
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
ア
ト
ラ
ン
は
「
こ
れ
ら
の

心
の
習
慣
は
、
種
の
存
続
に
か
か
わ
る
よ
う
な
、
ヒ
ト
科
の
生
存
環
境
に
繰
り

返
し
現
れ
る
特
徴
を
捉
え
る
べ
く
進
化
し
た
の
で
あ
る
」（A

T
RA

N, p.249

）

と
端
的
に
述
べ
て
い
る
。
第
一
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
直
観
的
思
考
の
一
つ
で

あ
る
本
質
主
義
的
思
考
は
呪
術
と
も
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
ネ
メ
ロ
フ
と

ロ
ジ
ン
は
「
呪
術
に
は
進
化
的
に
適
応
的
な
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
」（N

EM
ERO

FF &
 R

O
ZIN, 2000, p.3

）
と
い
う
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。

目
的
論
的
思
考
は
前
節
で
最
初
に
と
り
あ
げ
た
直
観
的
思
考
で
あ
る
が
、
ケ
ー

ル
メ
ン
は
目
的
論
的
思
考
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
目
的
論

的
推
論
は
、
複
雑
な
社
会
的
動
物
と
し
て
の
我
々
の
進
化
の
故
に
、
我
々
の
念

頭
に
容
易
に
の
ぼ
っ
て
く
る
思
考
様
式
に
│
す
な
わ
ち
意
図
に
着
目
す
る
推
論

に
由
来
し
て
い
る
」（K

ELEM
EN, p.1449

）。

　

直
観
的
思
考
様
式
を
こ
の
よ
う
に
人
類
進
化
の
所
産
と
し
て
捉
え
る
見
解
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
直
観
的
思
考
に
認
め
ら
れ
る
普
遍
性
と
頑
強
さ
、
特
に
教
育
に
よ

る
科
学
的
思
考
の
慫
慂
を
容
易
に
う
け
つ
け
よ
う
と
は
し
な
い
頑
強
さ
に
注
目

す
る
と
き
、
そ
の
洞
察
の
豊
か
な
可
能
性
を
強
く
示
す
こ
と
に
な
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
片
や
人
類
進
化
と
片
や
学
校
教
育
が
体
現
し
て
い
る
文
字
文
化
や



一
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近
現
代
科
学
と
の
間
に
は
、
時
間
的
ス
ケ
ー
ル
と
い
う
点
で
余
り
に
も
巨
大
な

落
差
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
到
底
否
定
す
べ
く
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
文

字
文
化
の
歴
史
が
せ
い
ぜ
い
数
千
年
、
近
現
代
科
学
の
歴
史
が
わ
ず
か
に
三
百

年
程
度
、
学
校
教
育
の
広
範
な
制
度
的
普
及
に
い
た
っ
て
は
い
わ
ゆ
る
先
進
国

に
お
い
て
さ
え
た
か
だ
か
こ
こ
百
年
程
度
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、

直
観
的
思
考
様
式
の
背
景
要
因
た
る
人
類
進
化
が
実
に
七
百
万
年
に
も
及
ぶ
桁

違
い
の
ス
ケ
ー
ル
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
今
日
も
な
お
依
然
と
し

て
直
観
的
思
考
が
学
校
教
育
の
場
を
も
含
め
各
方
面
で
人
間
に
お
け
る
認
識
の

営
み
に
圧
倒
的
な
力
を
発
揮
し
続
け
て
い
る
こ
と
は
何
ら
驚
く
に
足
り
な
い
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

直
観
的
思
考
の
一
つ
で
あ
る
現
象
論
的
思
考
と
科
学
的
思
考
と
の
関
係
に
つ

い
て
ス
ボ
ッ
キ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
現
象
論
的
思
考
と
科
学

的
理
解
（
そ
れ
が
出
現
す
る
場
合
に
は
）
は
、
生
涯
を
通
じ
て
心
の
な
か
に
共

存
す
る
。
…
現
象
論
的
認
識
と
科
学
的
理
解
と
の
関
係
は
、
人
間
の
一
生
に
わ

た
っ
て
恒
久
的
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
覇
権
争
い
」
と
し
て
描
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
」（S

U
BBO

T
SK

Y, p.39

）。
こ
の
「
覇
権
争
い
」
の
帰
趨
を

左
右
す
る
う
え
で
教
育
が
果
た
し
う
べ
き
役
割
は
、
決
し
て
と
る
に
足
り
な
い

も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

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
。
そ
の
際
、
同
一
著
者
の
複
数
の
文
献
を
使
用
し
た
場
合
に
の
み
、
当
該
文
献
の
刊
行

年
を
著
者
の
姓
の
次
に
記
す
。
引
用
文
中
の
傍
点
の
箇
所
は
原
文
が
強
調
の
た
め
の
イ
タ

リ
ッ
ク
体
、〔　

〕
の
箇
所
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
、
…
の
箇
所
は
引
用
者
に
よ
る
省
略
で

あ
る
。
な
お
、
以
下
の
リ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
刊
行
年
は
著
者
名
の
直
後
で
は
な
く
、
出
版

社
名
の
次
、
ま
た
は
当
該
論
文
掲
載
誌
等
の
タ
イ
ト
ル
・
巻
数
な
ど
の
次
に
掲
げ
る
。）

大
森
荘
蔵
『
物
と
心
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
。
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