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教
育
は
、
学
校
教
育
、
家
庭
教
育
、
社
会
教
育
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
に
お

い
て
展
開
さ
れ
、
そ
の
種
類
も
知
育
、
体
育
、
徳
育
な
ど
多
様
で
あ
る
。
制
度

化
さ
れ
た
学
校
教
育
で
は
そ
の
階
梯
に
応
じ
て
初
等
教
育
、
中
等
教
育
、
高
等

教
育
が
区
別
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
は
相
互
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
教
育
は
形
態
、
種
類
、
階
梯
な
ど
に
お
い
て
き
わ
め
て
多
彩
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
教
育
は
言
語
に
媒
介
さ
れ
言
語
に
大
き
く
依

拠
し
つ
つ
行
わ
れ
る
営
み
で
あ
る
。
言
語
と
教
育
と
の
緊
密
な
結
び
つ
き
を
考

え
れ
ば
、
教
育
に
お
い
て
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
果
た
す
役
割
は
極
め

て
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
バ
ー
ン
ズ
と
シ
ュ
ミ
ル
ト
は
端
的
に
「
教

育
は
一
種
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
」（B

A
RN

S &
 S

H
EM

ILT, p.213
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
際
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
や
は
り
言
語
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
教
育
に
お
け
る
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
に
鑑
み
、
本

稿
で
は
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が

と
ら
れ
る
か
に
応
じ
て
教
育
の
と
ら
え
方
が
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
く
る
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
言
語
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
基
本
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
大
別
す
る
と
、「
コ
ー
ド
モ

デ
ル
」
と
「
推
論
モ
デ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
対
照
的
な
二
種
類
の
考
え
方
が
挙
げ

ら
れ
る
（
東
森
・
吉
村
、
一
一
頁
）。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
ま
ず
コ
ー
ド
モ
デ

ル
に
着
目
し
、
そ
れ
が
教
育
に
対
す
る
常
識
的
な
見
方
を
い
か
に
強
力
に
支
配

し
て
き
た
か
と
い
う
論
点
を
と
り
あ
げ
る
（
第
一
節
）。
次
い
で
、
コ
ー
ド
モ

デ
ル
と
は
大
き
く
異
な
る
見
地
か
ら
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
推
論
モ
デ
ル
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
関
連
性
理
論
（relevance 

theory

）
を
と
り
あ
げ
る
（
第
二
節
）。
最
後
に
、
教
育
行
為
の
構
造
的
特
徴

に
着
目
し
つ
つ
コ
ー
ド
モ
デ
ル
と
関
連
性
理
論
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
考
察
を

提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
（
第
三
節
）。

一　

コ
ー
ド
モ
デ
ル
と
常
識
的
教
育
観

　

教
育
を
論
ず
る
際
に
一
般
的
に
多
用
さ
れ
る
語
の
一
つ
と
し
て
「
伝
達
」
を

言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
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と
教
育
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挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
教
育
の
基
本
的
機
能
は
知
識
や
技
能
の
伝
達
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
広
く
う
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
。
教
師
か
ら
知
識

や
技
能
な
ど
の
教
育
内
容
が
生
徒
に
伝
達
さ
れ
る
の
は
日
常
的
に
ご
く
普
通
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
教
育
の
働
き
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
教
育
関

係
者
も
含
め
て
多
く
の
人
々
に
当
然
視
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
メ
イ

ハ
ー
は
「
教
師
は
知
識
と
技
能
を
生
徒
に
伝
達
す
る
と
い
う
こ
と
」（M

A
Y
H
ER, 

p.275

）
を
単
刀
直
入
に
「
教
育
の
常
識
」（ibid.

）
と
呼
ん
で
そ
の
常
識
を
徹

底
的
に
批
判
し
て
い
る
が
、
教
育
の
働
き
を
知
識
や
技
能
の
伝
達
と
し
て
と
ら

え
る
見
方
は
多
く
の
社
会
に
お
い
て
メ
イ
ハ
ー
が
い
う
よ
う
に
強
固
な
常
識
と

し
て
定
着
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
教
育
の
機
能
と
し
て
伝
達
を
云
々
す
る
際
、
動
詞
「
伝
達
す
る
」

と
名
詞
「
伝
達
」
に
対
応
す
る
英
語
は
そ
れ
ぞ
れtransm

it

とtransm
ission

で
、
右
の
メ
イ
ハ
ー
も
当
然
の
こ
と
な
が
らtransm

it
とtransm

ission

と

い
う
語
を
一
貫
し
て
用
い
て
い
る
。（
な
お
仏
語
で
は
動
詞
「
伝
達
す
る
」
と

名
詞
「
伝
達
」
に
対
応
す
る
の
はtransm

ettre

とtransm
ission

で
あ
る
。）

こ
う
し
た
用
語
法
上
の
事
情
を
考
慮
す
る
と
、
英
語
のcom

m
unicate

に
「
伝

達
す
る
」、
同
じ
くcom

m
unication

に
「
伝
達
」
の
訳
語
を
当
て
る
こ
と
に

は
や
は
り
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
。
こ
の
違
和
感
は
、
伝
達
と
い
う
事
象
が
以

下
に
述
べ
る
よ
う
に
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
異
な
っ
て
本
来
物
理
的

な
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
さ
ら
に
強
く
な
る
。

　

ル
ブ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
教
育
を
論
ず
る
場
面
で
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
、「
知

識
の
伝
達
（transm

ission du savoir

）」
と
い
う
表
現
に
お
け
る
「
伝
達
」
は
、

実
は
工
学
用
語
を
転
用
し
た
メ
タ
フ
ァ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
（R

EBO
U
L, p.98

）。

こ
の
語
は
工
学
で
は
動
力
伝
達
を
意
味
す
る
し
、
物
理
学
で
は
熱
や
電
気
の
伝

導
を
意
味
す
る
。
伝
達
の
こ
う
し
た
物
理
的
な
性
格
は
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
末
端
か

ら
シ
ナ
プ
ス
間
隙
に
放
出
さ
れ
た
神
経
伝
達
物
質
が
シ
ナ
プ
ス
後
膜
上
の
受
容

体
に
と
り
こ
ま
れ
る
過
程
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
化
学
物
質
が
物
理

的
に
移
動
す
る
こ
と
で
伝
達
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
伝
達
の
こ
う

し
た
物
理
的
な
性
格
は
、
リ
レ
ー
走
で
バ
ト
ン
が
次
走
者
に
受
け
継
が
れ
る
場

面
に
お
い
て
も
看
取
さ
れ
る
。
バ
ト
ン
の
伝
達
で
は
手
渡
し
が
行
わ
れ
る
。
駅

伝
で
あ
れ
ば
使
用
さ
れ
る
の
は
バ
ト
ン
で
は
な
く
襷
で
あ
る
が
、
そ
の
伝
達
は

や
は
り
手
渡
し
で
行
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
教
育
の
場
で
も
知
識
や
技
能
が
教
師
か
ら
生
徒
に
「
伝
達
」
の

文
字
ど
お
り
の
意
味
で
、
つ
ま
り
物
理
的
に
手
渡
し
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
与
え

ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
デ
ュ
ー
イ
は
「
人
々
が
共

同
体
つ
ま
り
社
会
を
形
成
す
る
た
め
に
共
通
に
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
は
、
…
目
標
、
信
仰
、
抱
負
、
知
識
で
あ
る
」（
デ
ュ
ー
イ
、
一
六
頁
）

と
述
べ
た
た
う
え
で
「
そ
の
よ
う
な
も
の
は
、
煉
瓦
の
よ
う
に
、
あ
る
人
か
ら

他
の
人
へ
物
理
的
に
手
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
」（
同
前
）
と
明
言
し
て
い
る
。

デ
ュ
ー
イ
が
こ
と
さ
ら
に
そ
う
明
言
し
た
の
は
、
知
識
は
人
（
教
師
）
か
ら
人

（
生
徒
）
へ
と
物
理
的
に
手
渡
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
伝
達
さ
れ
る
と
い
う
見
方

を
暗
黙
の
う
ち
に
当
然
視
す
る
よ
う
な
風
潮
が
当
時
の
米
国
の
教
育
界
を
支
配

し
て
い
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
事
情
に
関
し
て
は
、
今
日

で
も
依
然
と
し
て
デ
ュ
ー
イ
の
時
代
と
大
差
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
ど
の
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国
の
教
育
界
で
も
程
度
の
差
は
あ
れ
事
情
は
同
様
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

バ
ー
ン
ズ
と
シ
ュ
ミ
ル
ト
は
、
教
室
に
お
け
る
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

そ
の
機
能
に
つ
い
て
教
師
が
抱
い
て
い
る
「
見
方
は
直
観
的
で
暗
黙
裡
の
も
の

で
あ
る
傾
向
が
あ
る
」（B

A
RN

S &
 S

H
EM

ILT, p.213

）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、

英
国
の
中
等
学
校
の
教
師
が
授
業
中
生
徒
に
発
す
る
問
い
を
つ
ぶ
さ
に
分
析
し

た
バ
ー
ン
ズ
は
、
少
な
か
ら
ぬ
教
師
の
間
に
見
ら
れ
る
直
観
的
で
暗
黙
裡
の
言

語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
観
が
、
生
徒
に
よ
る
能
動
的
な
参
加
を
促
す
こ
と
よ

り
も
生
徒
に
「
事
実
で
あ
れ
手
順
で
あ
れ
既
成
の
内
容
を
手
渡
す
」（B

A
RN

S, 

p.23

）
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
事
実
を
報
告
し
て
い
る
。
右
で
バ
ー
ン
ズ

が
「
手
渡
す
（hand over

）」
と
い
う
物
理
的
伝
達
を
あ
ら
わ
す
表
現
を
使
用

し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
明
ら
か
に
知
識
や
技
能
は
決
し
て
物
理
的

な
対
象
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
の
機
能
は
知
識
や
技
能
の
物
理
的

伝
達
で
あ
る
か
の
よ
う
に
と
ら
え
る
見
方
が
支
配
的
で
あ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
再
度
デ
ュ
ー
イ
か
ら
引
用
す
れ
ば
「
い
か
な
る
思
想
も
、

い
か
な
る
観
念
も
、
観
念
と
し
て
、
あ
る
人
か
ら
他
の
人
へ
と
伝
達
す
る
こ
と

は
決
し
て
で
き
な
い
」（
デ
ュ
ー
イ
、
二
五
三
〜
二
五
四
頁
）
と
い
う
こ
と
こ

そ
が
真
相
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
知
識
の
伝
達
が
教
育
に
お
い
て
自
明
の
こ

と
と
し
て
広
く
う
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て

は
、
次
の
デ
ュ
ー
イ
の
洞
察
の
う
ち
に
重
要
な
手
掛
か
り
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
「
知
識
を
獲
得
す
る
過
程
で
言
語
が
重
要
な
働
き
を
す
る

こ
と
が
、
知
識
は
人
か
ら
人
へ
直
接
的
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
俗

説
の
主
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」（
デ
ュ
ー
イ
、
三
二
頁
）

と
主
張
し
て
い
る
が
、
人
か
ら
人
へ
の
知
識
の
伝
達
を
当
然
視
す
る
教
育
言
説

を
俗
説
と
呼
ん
で
切
り
捨
て
る
に
あ
た
っ
て
デ
ュ
ー
イ
が
言
及
し
て
い
る
「
言

語
の
重
要
な
働
き
」
と
い
う
要
因
が
、
こ
の
問
題
の
核
心
に
深
く
か
か
わ
っ
て

く
る
。
そ
こ
で
、
知
識
の
伝
達
を
当
然
視
す
る
常
識
的
教
育
観
に
お
い
て
言
語

の
働
き
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
論
点
に

目
を
転
ず
る
と
、
そ
こ
で
の
言
語
の
働
き
と
は
、
ま
さ
に
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
コ
ー
ド
モ
デ
ル
に
お
い
て
言
語
が
に
な
っ
て
い
る
働
き
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
次
に
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ー
ド
モ
デ

ル
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
と
カ
ー
デ
ル
は
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ー
ド
モ
デ

ル
に
つ
い
て
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
初
期
の
電
信
業
務
で
広
く
使
用
さ
れ
た

モ
ー
ル
ス
信
号
を
ひ
き
あ
い
に
だ
し
て
い
て
興
味
深
い
。
実
際
、
言
語
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ー
ド
モ
デ
ル
は
、
モ
ー
ル
ス
信
号
を
用
い
た
交
信
の
仕
組

み
に
よ
く
適
合
す
る
。
モ
ー
ル
ス
信
号
で
は
、
点
と
線
で
構
成
さ
れ
る
符
号
で

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文
字
と
数
字
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
Ａ
は
・

－

、

Ｚ
は

－
－

・
・
と
い
っ
た
具
合
に
各
文
字
と
各
数
字
は
そ
れ
ぞ
れ
決
め
ら
れ
た

符
号
と
厳
密
に
一
対
一
に
対
応
し
て
い
る
。
コ
ー
ド
モ
デ
ル
で
は
、
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
符
号
な
い
し
記
号
を
用
い
て
あ
ら
わ
す
こ
と
を
「
コ
ー
ド
化
」
と
呼
び
、

コ
ー
ド
化
さ
れ
た
も
の
か
ら
も
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
と
り
だ
す
こ
と
を
「
コ
ー

ド
解
読
」
と
呼
ん
で
い
る
。
モ
ー
ル
ス
信
号
で
は
、
発
信
者
側
も
受
信
者
側
も

右
の
点
と
線
で
構
成
さ
れ
る
符
号
の
取
り
決
め
に
忠
実
か
つ
厳
格
に
従
う
こ
と



865（132）

に
な
っ
て
い
る
。そ
の
結
果
、ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
と
カ
ー
デ
ル
が
い
う
よ
う
に
「
話

し
手
／
書
き
手
〔
＝
発
信
者
〕
は
考
え
を
コ
ー
ド
化
し
て
そ
れ
を
聞
き
手
〔
＝

受
信
者
〕
に
伝
達
す
る
。
聞
き
手
は
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
う
け

と
っ
て
そ
れ
を
コ
ー
ド
解
読
し
、
話
し
手
／
書
き
手
の
意
図
し
た
意
味
に
到
達

す
る
の
で
あ
る
」（G

O
LD

M
A
N &

 C
A
RD

ELL, p.94

）。

　

教
育
の
場
に
お
け
る
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
含
め
て
言
語
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
一
般
の
コ
ー
ド
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
右
の
モ
ー
ル
ス
信
号
の
符

号
体
系
に
あ
た
る
も
の
は
自
然
言
語
で
あ
る
。
自
然
言
語
を
使
用
し
て
コ
ー
ド

化
さ
れ
る
の
は
、
話
し
手
の
思
考
内
容
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
た
と
え
ば
「
○
○
は
〜
で
あ
る
」
と

い
っ
た
形
の
判
断
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
。
論
理
学
で
は
判
断
の
と
る
形
式
に

応
じ
て
肯
定
、
否
定
、
全
称
、
特
称
あ
る
い
は
定
言
、
連
言
、
選
言
、
仮
言
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
区
別
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
う
し
た
判
断
と
し

て
定
式
化
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
言
語
で
あ
ら
わ
し
た
も
の
が
命
題
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
発
話
が
な
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
発
話
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
語

は
命
題
を
コ
ー
ド
化
し
て
い
る
と
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ー
ド
モ

デ
ル
で
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

デ
ュ
ー
イ
が
い
う
よ
う
に
知
識
が
人
か
ら
人
へ
と
物
理
的
に
伝
達
さ
れ
る
こ

と
な
ど
あ
り
え
な
い
と
し
て
も
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
発
話

の
音
声
が
人
か
ら
人
へ
と
直
接
物
理
的
に
伝
達
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と

は
決
し
て
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ー
ド
モ
デ

ル
で
は
、
発
話
の
音
声
が
単
な
る
自
然
現
象
の
音
（
た
と
え
ば
波
の
音
と
か
風

の
音
）
な
ど
と
は
決
定
的
に
異
な
る
特
別
な
音
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
述
し
た
よ
う
に
発
話
の
音
声
は
命
題
を
コ
ー
ド
化
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
コ
ー
ド
解
読
し
さ
え
す
れ
ば
人
は
そ
こ
か
ら
命
題

を
ひ
い
て
は
知
識
を
と
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
コ
ー
ド

化
と
コ
ー
ド
解
読
は
い
ず
れ
も
同
一
の
符
号
な
い
し
信
号
な
い
し
記
号
の
体
系

の
規
則
す
な
わ
ち
言
語
の
規
則
に
則
っ
て
遂
行
さ
れ
る
以
上
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
は
あ
た
か
も
物
理
的
な
伝
達
の
過
程
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

メ
イ
ハ
ー
は
、
こ
う
し
た
コ
ー
ド
モ
デ
ル
の
考
え
方
が
通
俗
的
あ
る
い
は
常

識
的
な
教
育
観
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
は
古
代
以
来
の
二
千
年
以
上
に
も
わ
た

る
西
洋
の
知
的
伝
統
を
強
固
に
形
作
っ
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
強
調
し

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
コ
ー
ド
モ
デ
ル
は
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら

シ
ャ
ノ
ン
と
ウ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
を
経
て
現
代
の
記
号
論
に
至
る
西
洋
の
知
的
伝
統

の
大
部
分
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
擁
護
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

伝
統
は
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
ま
で
コ
ー
ド
モ
デ
ル
を
一
般
化
し
て
い
る
」（M

A
Y
H
ER, p.139

）。

メ
イ
ハ
ー
の
い
う
右
の
古
代
以
来
の
知
的
伝
統
を
背
景
に
置
い
て
見
て
み
れ
ば
、

デ
ュ
ー
イ
の
よ
う
な
論
者
が
い
か
に
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
を
も
っ
て
い
た
か
が
わ

か
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
知
的
伝
統
に
は
多
く
の
知
識
人
の
考
え
方
を
長
き
に
わ
た
っ
て

支
配
し
続
け
て
き
た
強
い
力
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
そ
の

知
的
伝
統
が
完
全
無
欠
で
修
正
の
余
地
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
。
実
際
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ー
ド
モ
デ
ル
に
は
批
判
的
検
討
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を
免
れ
え
な
い
点
が
少
な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
ま
ず
と
り
あ

げ
ら
れ
る
の
は
、
概
し
て
コ
ー
ド
モ
デ
ル
が
言
語
を
は
じ
め
と
す
る
記
号
や
符

号
の
機
能
を
過
大
に
見
積
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

ブ
レ
イ
ク
モ
ア
は
「
話
し
手
の
使
う
語
の
意
味
に
つ
い
て
の
聞
き
手
の
知
識
は
、

話
し
手
の
意
味
す
る
こ
と
へ
の
手
が
か
り
を
供
給
す
る
だ
け
で
あ
り
、
聞
き
手

は
こ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
、
文
脈
知
識
を
動
員
し
て
話
し
手
の
意
味
を
構
築

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
ブ
レ
イ
ク
モ
ア
、
二
三
頁
）
と
指
摘
し
て

い
る
。
コ
ー
ド
モ
デ
ル
に
し
た
が
え
ば
発
話
の
言
葉
は
話
し
手
側
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
意
味
内
容
を
コ
ー
ド
化
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
ブ
レ
イ
ク
モ
ア
の
右

の
指
摘
は
、
発
話
の
言
葉
を
モ
ー
ル
ス
信
号
を
コ
ー
ド
解
読
す
る
よ
う
な
手
続

き
で
処
理
し
さ
え
す
れ
ば
話
し
手
の
意
図
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
意
味
内
容
が
機

械
的
に
と
り
だ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
突
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
実
際
の

言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
は
、
コ
ー
ド
モ
デ
ル
が
想
定
し
て
い
る

ほ
ど
単
純
素
朴
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
モ
ア
が
い
う
よ
う
に

発
話
の
言
葉
が
話
し
手
の
意
図
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
意
味
内
容
を
一
〇
〇
％
体

現
す
る
の
で
は
な
く
た
か
だ
か
そ
れ
に
関
す
る
手
が
か
り
を
与
え
る
に
す
ぎ
な

い
と
す
れ
ば
、
コ
ー
ド
モ
デ
ル
は
言
葉
の
も
つ
コ
ー
ド
化
の
機
能
を
明
ら
か
に

過
大
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
メ
イ
ハ
ー
は

端
的
に
「
す
べ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
ほ
と
ん
ど
の
事
例
に
お
い
て
我
々
が
話

す
（
あ
る
い
は
書
く
）
語
は
、
我
々
の
思
考
と
い
う
氷
山
の
一
角
を
表
現
（
あ

る
い
は
コ
ー
ド
化
）
す
る
に
す
ぎ
な
い
」（M

A
Y
H
ER, p.142

）
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
続
け
て
メ
イ
ハ
ー
か
ら
引
用
す
る
と
「
我
々
の
言
語
的
意
味
は

0

0

0

0

0

0

0

0
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に
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何
も
か
も
言
表
す
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通
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能
で
あ

0

0

0
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と
い
う
の
が
真
相
な
の
で
あ
る
」（M

A
Y
H
ER, p.143

）。

　

言
語
の
コ
ー
ド
化
機
能
が
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ー
ド
モ
デ
ル
が

見
積
も
る
ほ
ど
に
は
大
き
く
な
い
と
し
て
も
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は

し
ば
し
ば
成
功
裏
に
遂
行
さ
れ
る
。
実
際
に
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
首

尾
よ
く
遂
行
さ
れ
る
の
は
、
メ
イ
ハ
ー
の
い
う
右
の
「
言
明
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
」
も
の
に
よ
っ
て
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
が
し
っ
か
り
と
補
完

さ
れ
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
論
点
は
、
実
は
、
コ
ー
ド
モ

デ
ル
に
お
い
て
も
看
過
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
コ
ー
ド
モ
デ
ル
で
は
、

こ
の
「
言
明
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
」
も
の
が
に
な
う
役
割
は
「
相
互
知
識

（m
utual know

ledge

）」
な
る
も
の
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
相
互
知
識
と
は
、
そ
の
と
き
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
で
扱
わ
れ
て
い
る
題
材
に
つ
い
て
の
、
①
そ
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
従
事
す
る
話
し
手
と
聞
き
手
の
双
方
が
あ
ら
か
じ
め
充
分
に
共

有
し
て
お
り
、
②
し
か
も
両
者
が
共
に
相
手
側
が
そ
れ
ら
を
保
有
し
て
い
る
こ

と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
二
つ
の
条
件
①
と
②
を
満
た
し
て
い
る
知
識
で
あ
る
。

こ
う
し
た
相
互
知
識
が
し
っ
か
り
と
確
立
さ
れ
て
い
れ
ば
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
に
お
い
て
言
語
の
コ
ー
ド
化
機
能
の
限
界
を
こ
え
る
部
分

は
、
相
互
知
識
の
枠
内
に
お
い
て
し
か
る
べ
き
形
で
一
義
的
に
補
完
さ
れ
る
可

能
性
を
見
こ
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
コ
ー
ド
モ
デ
ル
を
維
持
す
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る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
い
う
よ
う

に
「
コ
ー
ド
モ
デ
ル
の
枠
組
み
で
は
相
互
知
識
は
必
要
に
な
る
」（
ス
ペ
ル
ベ

ル
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
二
一
頁
）
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
見
立
て
に
よ
る
と
、
相
互

知
識
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
コ
ー
ド
モ
デ
ル
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
点
で
破
綻
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
で
こ
の

問
題
に
深
い
り
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
が
、
要
す
る
に
、
実
際
の
言
語
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
に
お
い
て
は
、
コ
ー
ド
モ
デ
ル
で
想
定
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
相
互
知
識
が
確
か
に
当
事
者
た
ち
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
て
そ
れ

が
し
か
る
べ
く
機
能
し
て
い
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
場
合
が
次
々
に
で
て

く
る
の
で
あ
る
。
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
い
う
よ
う
に
、
そ
も
そ
も

「
人
々
は
同
じ
物
を
見
て
も
違
う
物
と
し
て
認
識
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
一
緒

に
与
え
ら
れ
た
情
報
で
も
異
な
る
解
釈
を
加
え
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
事
実
を

認
識
し
損
な
う
こ
と
も
あ
る
」（
ス
ペ
ル
ベ
ル
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
二
二
頁
）
が
、

こ
れ
ら
は
「
相
互
知
識
が
あ
る
と
考
え
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
」（
同
前
）
事

例
の
一
端
に
過
ぎ
な
い
。
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
「
我
々
は
相
互
知
識

仮
説
は
支
持
で
き
な
い
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
コ
ー
ド
理
論
〔=

コ
ー
ド
モ
デ

ル
〕
は
間
違
い
で
あ
る
に
違
い
な
い
」（
ス
ペ
ル
ベ
ル
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
二
四
頁
）

と
断
じ
て
い
る
。

　

言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ー
ド
モ
デ
ル
に
対
し
て
は
、
少
な
か
ら
ぬ

論
者
が
異
口
同
音
に
、
現
実
を
不
当
に
単
純
化
し
て
い
る
と
い
う
批
判
を
呈
し

て
い
る
。
コ
ー
ド
モ
デ
ル
を
モ
ー
ル
ス
信
号
に
重
ね
あ
わ
せ
て
説
明
し
た
ゴ
ー

ル
ド
マ
ン
と
カ
ー
デ
ル
も
「
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
の
よ
う
に
単

純
で
あ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
」（G

O
LD

M
A
N &

 C
A
RD

ELL, p.94

）
と
述

べ
て
い
る
し
、
メ
イ
ハ
ー
も
コ
ー
ド
モ
デ
ル
は
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

「
過
程
を
実
際
よ
り
も
単
純
で
簡
明
な
も
の
に
見
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
」

（M
A
Y
H
ER, p.139

）
と
述
べ
て
い
る
。こ
う
し
た
批
判
は
、言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
コ
ー
ド
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
知
識
の
伝
達
を
説
く
常
識
的
教
育
観
に

も
そ
の
ま
ま
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
人
か
ら
人
へ
の
知
識
の
伝
達
を
自

明
視
す
る
常
識
的
教
育
観
は
、
知
識
の
獲
得
過
程
を
余
り
に
も
安
直
に
単
純
化

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
吉
村
は
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ー
ド
モ
デ

ル
に
関
し
て
、
言
語
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
実
際
に
重
要
な
働
き

を
す
る
、
推
論
の
貢
献
す
る
余
地
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」（
東
森
・
吉
村
、

一
一
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
コ
ー
ド
モ
デ
ル
に
よ
る
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
単
純
化
は
、
多
分
に
こ
の
「
推
論
の
貢
献
す
る
余
地
」
が
コ
ー
ド
モ

デ
ル
で
は
そ
ぎ
落
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ

で
、
次
節
で
は
推
論
の
働
き
に
焦
点
を
あ
て
た
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
推
論
モ
デ
ル
と
し
て
関
連
性
理
論
を
と
り
あ
げ
る
。

二　

言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
創
造
性

　

言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ー
ド
モ
デ
ル
に
対
抗
す
る
の
は
言
語
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
推
論
モ
デ
ル
で
あ
る
。
後
者
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て

注
目
さ
れ
る
の
が
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
関
連
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性
理
論
で
あ
る
。
吉
村
に
よ
れ
ば
、
関
連
性
理
論
は
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
お
い
て
「
聞
き
手
が
言
語
的
意
味
の
解
読
を
証
拠
と
し
、
そ
の
解
読
結
果

と
文
脈
に
基
づ
い
て
推
論
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
話
者
の
意
味
を
復
元
す
る

と
主
張
」（
東
森
・
吉
村
、
一
一
頁
）
す
る
理
論
で
あ
る
。「
関
連
性
理
論
」
と

い
う
名
称
に
含
ま
れ
て
い
る
「
関
連
性
」
は
、
ご
く
大
掴
み
に
と
ら
え
れ
ば
、

言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
で
聞
き
手
が
遂
行
す
る
推
論
に
お
い
て
発

話
の
解
読
結
果
が
特
定
の
文
脈
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
認

知
内
容
が
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
主
張
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
関
連
性
理
論

に
よ
れ
ば
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
で
聞
き
手
に
よ
る
推
論
が
な

さ
れ
う
る
た
め
に
は
、
発
話
の
解
読
結
果
の
み
、
あ
る
い
は
特
定
の
文
脈
の
み

で
は
全
く
不
充
分
で
、
発
話
の
解
読
結
果
と
特
定
の
文
脈
と
が
し
か
る
べ
く
組

み
あ
わ
さ
れ
て
関
連
性
が
生
ず
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
発
話
の
解
読
結
果

と
組
み
あ
わ
さ
れ
る
特
定
の
文
脈
は
、
そ
の
と
き
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
題
材
に
即
し
て
聞
き
手
自
身
の
経
験
的
知
識
や
概
念
的
知
識
お
よ
び
論
理

規
則
が
動
員
さ
れ
る
こ
と
で
推
論
を
行
う
聞
き
手
に
お
の
ず
と
も
た
ら
さ
れ
る

と
関
連
性
理
論
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
関
連
性
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
考
え

方
を
情
報
の
レ
ベ
ル
で
概
括
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

情
報
の
中
に
は
新
し
い
が
古
い
情
報
と
関
係
が
あ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
相
互
関
係
に
あ
る
新
し
い
情
報
と
古
い
情
報
が
推
論
過
程
で
前
提

と
し
て
一
緒
に
使
わ
れ
た
場
合
、
さ
ら
に
新
し
い
情
報
が
引
き
出
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
情
報
は
こ
の
よ
う
な
古
い
前
提
と
新
し
い
前
提
の
組
合
せ
が

な
く
て
は
推
論
不
可
能
で
あ
っ
た
情
報
で
あ
る
。
新
し
い
情
報
の
処
理
が

こ
の
よ
う
な
相
乗
効
果
を
も
た
ら
す
と
き
、
我
々
は
こ
れ
を
「
関
連
性
が

あ
る
（relevant

）」
と
呼
ぶ
。
相
乗
効
果
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、

関
連
性
も
大
き
い
の
で
あ
る
。（
ス
ペ
ル
ベ
ル
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
五
七
頁
）

右
で
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
「
新
し
い
情
報
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、

言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
話
し
手
の
発
話
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報

で
あ
る
。
ま
た
、「
古
い
情
報
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
話
し
手
の
発
話
に

先
行
し
て
聞
き
手
が
保
有
し
て
い
た
情
報
で
あ
る
。
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
真
価
は
、「
新
し
い
情
報
」
だ
け
か
ら
は
決
し
て
導
出
さ
れ
え
ず
ま
た
「
古

い
情
報
」
だ
け
か
ら
も
決
し
て
導
出
さ
れ
え
な
い
第
三
の
情
報
が
聞
き
手
に

よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
そ
の
獲
得
は
、「
古
い
情
報
」
が
文
脈
を
構

成
し
、
そ
の
文
脈
に
「
新
し
い
情
報
」
が
組
み
こ
ま
れ
る
こ
と
で
前
提
が
構
成

さ
れ
、
そ
の
前
提
か
ら
第
三
の
情
報
を
結
論
と
し
て
聞
き
手
自
身
が
推
論
に

よ
っ
て
導
出
す
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
。
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
結

論
と
し
て
導
出
さ
れ
る
こ
の
第
三
の
情
報
を
、「
古
い
情
報
」
に
お
け
る
「
新

し
い
情
報
」
の
「
文
脈
含
意
（contextual im

plication

）」
と
呼
ん
だ
う
え

で
「
文
脈
が
発
話
解
釈
へ
及
ぼ
す
影
響
や
、
別
の
文
脈
も
考
え
ら
れ
る
中
で
あ

る
文
脈
に
お
い
て
情
報
を
処
理
す
る
理
論
的
根
拠
は
、
主
に
文
脈
含
意
と
い
う

観
点
か
ら
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
ス
ペ
ル
ベ
ル
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、

一
二
九
〜
一
三
〇
頁
）
と
主
張
し
て
い
る
。

　

こ
の
文
脈
含
意
の
概
念
は
、
関
連
性
理
論
に
お
い
て
「
文
脈
効
果
（contex-

tual effect

）」
の
下
位
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
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ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
文
脈
含
意
以
外
に
も
「
矛
盾
（contradiction

）」
や
「
強
化

（strengthening

）」
な
ど
と
呼
ぶ
種
々
の
文
脈
効
果
を
と
り
あ
げ
て
論
じ
て

い
る
（
ス
ペ
ル
ベ
ル
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
第
２
章
）。
こ
れ
ら
文
脈
含
意
以
外
の

文
脈
効
果
も
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
結
果
と
し
て
聞
き
手
に
お
け
る

認
知
を
改
善
し
向
上
さ
せ
る
。
と
は
い
え
文
脈
効
果
の
な
か
で
は
や
は
り
文
脈

含
意
が
特
に
き
わ
だ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら

文
脈
含
意
以
外
の
文
脈
効
果
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
認
知
の
改
善
向
上
が
文

脈
含
意
の
場
合
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
と
い
っ
た
細
か
い
論
点
に
は
た

ち
い
ら
ず
、
関
連
性
理
論
に
お
け
る
関
連
性
と
文
脈
効
果
と
の
き
わ
め
て
緊
密

な
結
び
つ
き
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
両
者
の
緊
密
な
結
び
つ
き
に
関
し

て
は
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
っ
て
非
常
に
明
快
な
形
で
定
式
的
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
次
に
引
用
し
て
示
す
。「
我
々
は
あ
る
特
定

の
文
脈
に
お
い
て
文
脈
効
果
を
も
た
な
い
想
定
は
そ
の
文
脈
に
お
い
て
関
連
性

が
な
い
と
主
張
し
た
い
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
る
文
脈
で
何
ら
か
の
文
脈
効
果
を

も
つ
と
い
う
こ
と
が
関
連
性
の
必
要
条
件
で
あ
る
」（
ス
ペ
ル
ベ
ル
・
ウ
ィ
ル

ソ
ン
、
一
四
六
頁
）。
そ
し
て
「
他
の
条
件
が
同
じ
で
あ
れ
ば
文
脈
効
果
が
大

き
い
ほ
ど
関
連
性
が
高
い
」（
同
前
、
一
四
三
頁
）
の
で
あ
る
。

　

ス
ペ
ル
ベ
ル
は
、
関
連
性
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
主
張
を
抽
象
的
で
ご

く
単
純
な
例
を
用
い
て
端
的
に
説
明
し
て
い
る
の
で
、
最
後
に
そ
れ
を
援
用
し

て
本
節
を
締
め
く
く
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
説
明
で
は
ス
ペ
ル
ベ
ル
は
次
の

⒜
⒝
⒞
を
提
示
し
て
い
る
（S

PERBER, p.63

）。

⒜　

p
で
あ
り
か
つ
r
で
あ
る
。

⒝　

q
で
あ
り
か
つ
r
で
あ
る
。

⒞　

p
な
ら
ば
s
で
あ
り
、
s
な
ら
ば
t
で
あ
る
。

右
に
お
い
て
ス
ペ
ル
ベ
ル
は
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
発
話
に

際
し
て
話
し
手
が
聞
き
手
に
提
供
す
る
情
報
と
し
て
⒜
ま
た
は
⒝
を
設
定
し
、

聞
き
手
が
遂
行
す
る
推
論
に
お
け
る
文
脈
と
し
て
⒞
を
設
定
し
て
い
る
。
ス
ペ

ル
ベ
ル
が
い
う
よ
う
に
「
容
易
に
検
証
で
き
る
通
り
、
⒞
の
文
脈
に
お
い
て
⒜

は
二
つ
の
結
論
s
と
t
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
⒜
だ
け
か
ら
は

導
き
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
し
⒞
だ
け
か
ら
も
導
き
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
⒝
は
⒞
の
文
脈
に
お
い
て
⒝
だ
け
か
ら
導
き
だ
せ
る
結
論
と

⒞
だ
け
か
ら
導
き
だ
せ
る
結
論
と
は
異
な
る
結
論
を
何
一
つ
も
た
ら
さ
な
い
」

（ibid.

）。
し
た
が
っ
て
「
文
脈
⒞
に
お
い
て
、
⒜
は
関
連
性
を
有
す
る
が
⒝
は

有
し
な
い
の
で
あ
る
」（ibid.

）。

　

右
の
抽
象
的
で
ご
く
単
純
な
例
に
お
い
て
も
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
結
果
、
聞
き
手
が
新
た
に
獲
得
し
た
情
報
は
単
に
話
し
手
の
発
話
を
コ
ー
ド

解
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
発
話
の
コ
ー
ド
解
読
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
内
容
を
さ
ら
に

し
か
る
べ
き
文
脈
に
組
み
こ
ん
だ
う
え
で
推
論
を
展
開
す
る
と
い
う
聞
き
手
側

の
能
動
的
な
営
為
の
所
産
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
点
に

言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
い
わ
ば
創
造
的
な
性
格
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
関
連
性
理
論
は
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
そ
う
し
た
創
造
的
な
性

格
に
よ
く
な
じ
む
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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三　

教
育
行
為
と
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　

教
育
行
為
は
人
間
が
行
う
種
々
の
行
為
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
教
育
行
為

も
含
め
て
人
間
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
を
行
う
が
、
論
理
的
な
観
点
か
ら
そ

れ
ら
を
大
き
く
二
つ
の
種
類
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
行
為
の

遂
行
が
当
該
行
為
そ
の
も
の
の
目
的
の
達
成
を
論
理
的
に
含
意
す
る
行
為
で
あ

る
。
他
は
、
行
為
の
遂
行
が
当
該
行
為
そ
の
も
の
の
目
的
の
達
成
を
論
理
的
に

含
意
し
な
い
行
為
で
あ
る
。
た
と
え
ば
歩
く
と
い
う
行
為
を
と
り
あ
げ
て
み
る

と
、
実
際
に
歩
き
さ
え
す
れ
ば
、
歩
く
こ
と
自
体
の
直
接
的
な
目
的
（
あ
る
場

所
か
ら
空
間
的
に
移
動
す
る
こ
と
）
が
お
の
ず
と
達
成
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
た
と
え
ば
探
す
と
い
う
行
為
は
、
論
理
的
な
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
実

際
に
最
善
を
尽
く
し
て
探
し
た
と
し
て
も
、
探
し
て
い
た
も
の
が
見
つ
か
る
と

は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
探
し
た
結
果
、
探
し
て
い
た
も
の
が
見

つ
か
っ
て
、
そ
の
探
す
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
の
直
接
的
な
目
的
が
達
成
さ
れ

る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
目
的
が
達
成
さ
れ
な
く
て
も
、
探
す
と
い
う
当
該

行
為
が
間
違
い
な
く
遂
行
さ
れ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

教
育
す
る
と
い
う
行
為
は
、
明
ら
か
に
後
者
、
す
な
わ
ち
行
為
の
遂
行
が
当

該
行
為
そ
の
も
の
の
目
的
の
達
成
を
論
理
的
に
含
意
し
な
い
行
為
で
あ
る
。
む

し
ろ
教
育
行
為
の
場
合
は
、
教
育
す
る
側
の
人
間
が
最
善
の
努
力
を
尽
く
し
た

と
し
て
も
、
思
惑
通
り
に
は
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
の
が
常
態
で
あ
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
教
育
行
為
は
根
本
的
に
試
行
的
行
為
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
態
を
さ
ら
に
複
雑
に
し
て
い
る
要
因
と
し
て
、
教
育

行
為
が
対
人
的
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
教
育
行
為
の
目
的

は
、
教
師
で
は
な
く
て
生
徒
が
し
か
る
べ
き
内
容
を
習
得
す
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
が
、
も
と
よ
り
教
師
と
生
徒
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
人
格
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
教
育
行
為
は
、
行
為
の
遂
行
主
体
（
教
師
）
と
そ
の
行
為
の
目
的
の

実
現
主
体
が
別
個
の
人
格
に
い
わ
ば
分
裂
し
て
い
る
と
い
う
構
造
的
特
徴
を
有

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
育
行
為
に
ま
つ
わ
る
以
上
の
事
情
は
、
教
育
行
為
の

帰
結
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
い
な
い
。
バ
ー
ン
ズ
は
い
み
じ
く

も
「
教
師
が
教
え
る
内
容
は
生
徒
が
学
ぶ
内
容
と
同
じ
で
は
な
い
」（B

A
RN

S, 

p.43

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
教
育
行
為
の
試
行
的
性
格
と
構
造
的
特
徴

を
端
的
に
反
映
し
た
事
態
と
し
て
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

本
節
で
は
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ー
ド
モ
デ
ル
と
推
論
モ
デ
ル

（
関
連
性
理
論
）
が
、
教
師
の
教
育
内
容
と
生
徒
の
学
習
内
容
と
の
齟
齬
な
い

し
乖
離
と
い
う
事
態
に
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
示
唆
を
与
え
う
る
の
か
と
い
う
問

題
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、
教
師
の
教
育
内
容
と
生
徒
の
学
習
内
容
と
の
齟
齬
な
い
し
乖
離
を
示

す
具
体
的
な
事
例
を
一
つ
提
示
す
る
。
こ
れ
は
初
等
学
校
と
中
等
学
校
に
お
け

る
理
科
教
育
か
ら
の
事
例
で
あ
る
。
器
に
水
を
入
れ
て
火
に
か
け
湯
を
わ
か
す

と
、
や
が
て
煮
え
た
ぎ
っ
て
盛
ん
に
泡
が
出
て
く
る
。
あ
の
泡
の
正
体
は
何
か

と
問
わ
れ
て
正
答
で
き
る
人
は
ど
の
程
度
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
正

答
で
き
る
小
中
学
生
は
多
く
な
い
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
少
な
か
ら
ぬ
小
中
学

生
が
あ
る
珍
妙
な
誤
答
を
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
件
の
泡
の
正
体
は
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気
化
し
た
水
す
な
わ
ち
水
蒸
気
な
の
で
あ
る
が
、
少
な
か
ら
ぬ
小
中
学
生
が
あ

の
泡
は
水
素
ガ
ス
と
酸
素
ガ
ス
だ
と
答
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
誤
答
す

る
小
中
学
生
は
授
業
で
水
が
水
素
と
酸
素
の
化
合
物
で
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
の

で
あ
り
、
水
の
化
学
式H

2 O

を
知
っ
て
い
る
生
徒
も
多
い
だ
ろ
う
。
水
は
水

素
と
酸
素
の
化
合
物
で
あ
る
と
い
う
だ
け
な
ら
ば
、
教
師
が
教
え
よ
う
と
意
図

し
た
科
学
的
内
容
と
期
せ
ず
し
て
生
徒
が
学
ん
だ
非
科
学
的
内
容
と
の
齟
齬
や

乖
離
は
ま
だ
顕
在
化
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
水
が
水
素
と
酸
素
の

化
合
物
で
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
生
徒
た
ち
は
、
教
師
の
思
惑
を
超
え
た
と
こ
ろ

で
、
さ
ら
に
水
は
沸
騰
す
る
と
水
素
ガ
ス
と
酸
素
ガ
ス
に
分
解
さ
れ
る
と
い
う

誤
っ
た
「
知
識
」
を
も
自
ら
の
推
論
的
解
釈
を
通
じ
て
学
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

オ
ズ
ボ
ー
ン
ら
が
行
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
水
に
関
す
る
こ
の
誤
っ
た
「
知
識
」

は
「
十
二
歳
児
の
約
二
二
％
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
が
、
十
五
歳
児
に
な

る
と
も
っ
と
増
え
て
お
よ
そ
四
五
％
の
者
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
」

（O
SBO

RN
E et al., p.10

）。
水
に
関
す
る
右
の
誤
謬
を
信
じ
て
い
る
生
徒
の
比

率
が
十
二
歳
児
よ
り
も
は
る
か
に
十
五
歳
児
で
大
き
い
の
は
、
初
等
教
育
の
課

程
を
修
了
し
さ
ら
に
中
等
教
育
を
う
け
た
結
果
、
水
は
水
素
と
酸
素
の
化
合
物

で
あ
る
と
い
う
知
識
や
空
気
の
組
成
に
関
す
る
知
識
な
ど
が
学
習
内
容
と
し
て

生
徒
に
定
着
す
る
度
合
い
が
大
き
く
増
大
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
た
め
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
皮
肉
に
も
そ
れ
が
生
徒
に
お
け
る
誤
謬
に
結

び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
徒
が
教
育
を
う
け
れ
ば
う
け
る
ほ
ど
、
教
師
が

意
図
す
る
教
育
内
容
と
生
徒
が
獲
得
す
る
学
習
内
容
の
齟
齬
や
乖
離
も
増
大
し

て
ゆ
く
に
違
い
な
い
。

　

右
の
事
例
は
、
教
育
行
為
の
試
行
性
と
構
造
的
特
徴
か
ら
現
実
に
生
じ
る
帰

結
の
一
端
を
示
し
て
い
る
が
、
本
稿
の
冒
頭
で
強
調
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た

帰
結
を
伴
う
教
育
行
為
は
基
本
的
に
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
依
拠
し
て

展
開
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

コ
ー
ド
モ
デ
ル
と
推
論
モ
デ
ル
か
ら
は
、
右
の
事
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
な
事

態
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

教
育
の
場
に
お
け
る
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
生
徒
や
学
生
の
母
語

で
は
な
い
言
語
す
な
わ
ち
外
国
語
を
も
っ
ぱ
ら
使
用
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
海
外
留
学
の
場
合
が
そ
れ
に
該
当
す
る
し
、
外
国
語
科
目

の
授
業
が
全
部
外
国
語
で
行
わ
れ
る
場
合
も
挙
げ
ら
れ
る
。
明
治
初
期
の
日
本

の
高
等
教
育
機
関
で
は
、
西
洋
か
ら
招
聘
し
た
大
勢
の
外
国
人
教
師
が
独
語
や

仏
語
や
英
語
で
日
本
人
学
生
に
講
義
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
近
年
の
日
本
で

は
大
学
の
授
業
を
こ
と
さ
ら
に
英
語
で
行
う
こ
と
が
喧
伝
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
う
し
た
事
例
に
つ
い
て
は
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ー
ド
モ
デ
ル

で
は
コ
ー
ド
解
読
の
過
程
が
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
う
し
た
事
例
は
除
外
し
て
、
教
師
と
生

徒
や
学
生
が
と
も
に
同
一
の
母
語
を
使
用
す
る
教
育
の
場
面
に
考
察
を
限
定
す

る
こ
と
に
し
た
い
。

　

教
育
内
容
の
教
師
に
よ
る
コ
ー
ド
化
と
生
徒
に
よ
る
そ
の
コ
ー
ド
解
読
が
と

も
に
両
者
の
母
語
を
用
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
大
き
な
ノ
イ
ズ
や
妨
害

な
ど
の
要
因
が
介
入
し
な
い
限
り
コ
ー
ド
モ
デ
ル
に
し
た
が
え
ば
教
育
は
言
語
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
そ
の
目
的
を
全
く
ス
ム
ー
ス
に
達
成
す
る
は
ず

で
あ
る
。
メ
イ
ハ
ー
が
い
う
よ
う
に
「
言
語
が
話
者
〔=

教
師
〕
の
思
考
内
容

を
直
接
コ
ー
ド
化
し
、
そ
の
言
語
が
ひ
と
た
び
コ
ー
ド
解
読
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、

そ
の
思
考
内
容
に
直
接
ア
ク
セ
ス
で
き
る
」（M

A
Y
H
ER, p.140

）
よ
う
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
コ
ー
ド
モ
デ
ル
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
「
思
考

内
容
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
本
質
的
に
自
動
的
で
あ
る
」（ibid.

）
と
メ

イ
ハ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
コ
ー
ド
化
と
コ
ー
ド
解
読
が
自
動
的
に
な

さ
れ
る
と
し
て
も
、
上
掲
の
理
科
教
育
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
教
師
の
意

図
し
た
教
育
内
容
が
そ
の
ま
ま
生
徒
の
学
習
内
容
と
な
る
保
証
は
な
い
。
む
し

ろ
両
者
が
齟
齬
を
来
た
し
て
乖
離
が
生
ず
る
の
が
常
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
教

師
に
よ
る
コ
ー
ド
化
で
始
ま
る
教
育
の
過
程
が
生
徒
に
よ
る
コ
ー
ド
解
読
で
は

完
結
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
教
育
の
過
程
が
生
徒
に
よ
る
コ
ー
ド
解

読
で
完
結
す
る
た
め
に
は
、
第
一
節
で
と
り
あ
げ
た
相
互
知
識
な
る
も
の
が
不

可
欠
と
な
る
が
、
教
育
内
容
へ
の
通
暁
に
関
し
て
教
師
と
生
徒
の
間
に
大
き
な

格
差
が
あ
る
こ
と
を
考
え
た
だ
け
で
も
、
両
者
に
相
互
知
識
を
想
定
す
る
の
は

明
ら
か
に
無
理
で
あ
る
。
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
教
育
の
帰
結

が
、
コ
ー
ド
化
と
コ
ー
ド
解
読
に
よ
っ
て
は
把
捉
し
切
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

コ
ー
ド
モ
デ
ル
の
枠
組
に
は
固
執
せ
ず
に
別
の
発
想
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
を

採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
コ
ー
ド
化
と
コ
ー
ド
解
読
の
過
程
の
み
に
限
定
す
れ
ば
、
コ
ー
ド

モ
デ
ル
の
枠
組
も
有
用
で
あ
ろ
う
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
コ
ー
ド
モ
デ
ル
と
親

和
的
な
常
識
的
教
育
観
で
は
知
識
が
教
師
か
ら
生
徒
へ
伝
達
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
当
然
視
さ
れ
て
い
る
が
、
メ
イ
ハ
ー
は
こ
う
し
た
知
識
伝
達
を
ラ
ジ
オ
放

送
の
送
受
信
の
よ
う
な
も
の
に
な
ぞ
ら
え
て
「
そ
れ
が
う
ま
く
い
く
た
め
に
は
、

正
し
い
周
波
数
に
あ
わ
さ
れ
た
（
そ
し
て
ス
イ
ッ
チ
の
は
い
っ
た
！
）
受
信
機

が
必
要
と
な
る
」（M

A
Y
H
ER, p.65

）
こ
と
を
ゆ
め
ゆ
め
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

と
注
意
を
促
し
て
い
る
。
確
か
に
生
徒
が
教
師
の
発
話
を
全
く
う
け
と
め
よ
う

と
し
な
け
れ
ば
生
徒
に
よ
る
コ
ー
ド
解
読
は
未
遂
に
終
わ
る
し
か
な
い
。
教
育

の
場
で
生
徒
の
心
の
ス
イ
ッ
チ
を
オ
フ
か
ら
オ
ン
に
切
り
換
え
た
う
え
で
、
さ

ら
に
生
徒
の
心
を
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
す
る
こ
と
の

重
要
性
は
、
コ
ー
ド
モ
デ
ル
の
枠
組
の
中
で
こ
そ
も
っ
と
も
鮮
や
か
に
示
さ
れ

る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
や
は
り
そ
れ
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ

る
。
メ
イ
ハ
ー
が
い
う
よ
う
に
「
受
信
す
る
内
容
を
解
釈
す
る
こ
と
の
で
き
る
」

（ibid.

）
心
を
も
っ
た
生
徒
を
想
定
し
な
け
れ
ば
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
の
教
育
の
射
程
を
到
底
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
の
働
き
は
生
徒
に
よ
る
主
体
的
な
推
論
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
推
論
モ
デ
ル
と
し
て
の
関

連
性
理
論
に
目
を
転
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
教
育
行
為
は
基

本
的
に
試
行
的
で
あ
る
。
教
育
行
為
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
師
の
意

図
し
た
教
育
目
的
が
、
達
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ

る
。
教
育
行
為
の
目
的
が
教
師
の
意
図
通
り
に
は
達
成
さ
れ
な
い
と
い
う
事
態

は
、
教
育
の
場
で
生
徒
の
心
が
オ
ン
に
な
っ
て
い
て
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
き
ち
ん
と
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
て
い
て
も
、
依
然
と
し
て
ご
く
普
通
に
見
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ら
れ
る
事
態
で
あ
る
と
い
う
点
が
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
教
育
行
為
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
試
行

的
性
格
に
対
し
て
、
関
連
性
理
論
は
か
な
り
相
性
が
よ
い
と
い
え
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
っ
て
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
従
事
す
る
話
し
手
が
実
際
に
な
し
う
る
こ
と
に
明
確
な
限
界
が
設
定

さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
限
界
設
定
の
一
例
を
挙
げ
る
と
、
ス
ペ

ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て

「
話
し
手
…
に
で
き
る
の
は
、
受
け
手
が
そ
れ
を
知
覚
す
る
こ
と
で
そ
の
認
知

環
境
に
改
変
が
加
え
ら
れ
、
そ
し
て
何
ら
か
の
認
知
過
程
が
誘
発
さ
れ
る
、
と

い
う
こ
と
を
期
待
し
て
刺
激
を
提
示
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
」（
ス
ペ
ル
ベ

ル
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
一
八
三
頁
）。
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
、
言
語
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
話
し
手
は
聞
き
手
に
何
ら
か
の
認
知
過
程
の
誘

発
を
必
然
的
に
引
き
お
こ
す
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
誘
発
を
期
待
し
つ

つ
聞
き
手
に
刺
激
を
与
え
う
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
か
な
り
控
え
目
な
主
張
を

し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
関
連
性
理
論
に
お
い
て
は
、
言
語

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
は
そ
の
遂
行
が
当
該
行
為
自
体
の
目
的
の
達
成
を

論
理
的
に
含
意
し
な
い
タ
イ
プ
の
行
為
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
関
連
性
理
論
の
枠
組
に
お
い
て
は
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
し
て
遂
行
さ
れ
た
教
育
行
為
の
帰
結
に
は
か
な
り
の
多
様
性
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
教
師
に
よ
っ
て
誘
発
が
意
図
さ
れ
た
認
知
過
程
が
生

徒
に
お
い
て
実
際
に
誘
発
さ
れ
る
か
否
か
に
関
し
て
は
、
完
璧
に
誘
発
さ
れ
る

ケ
ー
ス
か
ら
全
然
誘
発
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
程
度
が
区
別
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
関
連
性
理
論
の
枠
組
で
は
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て

の
教
育
行
為
の
帰
結
に
見
ら
れ
る
多
様
性
は
、
特
定
の
認
知
過
程
が
誘
発
さ
れ

る
度
合
い
の
多
様
性
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
同
じ
教
師
の
同
じ
授
業
か
ら
生
徒
ご

と
に
か
な
り
異
な
る
学
習
内
容
が
結
果
と
し
て
習
得
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ご

く
普
通
に
見
ら
れ
る
事
態
で
あ
っ
て
何
ら
驚
く
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
関

連
性
理
論
の
枠
組
は
こ
う
し
た
事
態
に
も
よ
く
調
和
す
る
。
こ
れ
は
、
言
語
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
教
育
の
過
程
で
聞
き
手
で
あ
る
生
徒
が
行
う
推

論
に
お
い
て
何
が
文
脈
と
し
て
と
り
出
さ
れ
る
の
か
と
い
う
論
点
に
か
か
わ
っ

て
く
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ブ
レ
イ
ク
モ
ア
は
「
聞
き
手
が
選
ぶ

こ
と
の
で
き
る
容
認
可
能
な
文
脈
及
び
文
脈
効
果
に
は
幅
が
あ
る
。
そ
の
幅
が

正
確
に
ど
の
く
ら
い
で
あ
る
か
は
話
し
手
が
聞
き
手
の
解
釈
を
ど
の
く
ら
い
厳

し
く
制
約
す
る
か
に
よ
っ
て
変
る
」（
ブ
レ
イ
ク
モ
ア
、
二
一
八
頁
）
と
指
摘

し
て
い
る
が
、
す
べ
て
の
教
師
が
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
生
徒

に
よ
る
解
釈
を
常
に
最
高
度
に
厳
し
く
制
約
し
続
け
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
到

底
考
え
ら
れ
な
い
。
逆
に
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
で
生
徒
が
行

う
推
論
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
何
通
り
も
の
文
脈
が
し
か
る
べ
き
文
脈
と
し
て

教
師
に
よ
っ
て
容
認
さ
れ
る
の
が
む
し
ろ
常
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
生
徒

が
行
う
推
論
で
用
い
ら
れ
る
文
脈
が
異
な
れ
ば
当
然
文
脈
効
果
も
異
な
っ
て
く

る
わ
け
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
同
じ
教
育
か
ら
習
得
さ
れ
る
学
習
内
容
が
生
徒
ご

と
に
異
な
る
と
い
う
事
態
が
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
に
も
た
ら
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
他
方
、
シ
ュ
ー
は
「〔
言
語
〕
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
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て
同
一
の
情
報
に
つ
い
て
の
生
徒
た
ち
の
解
釈
の
個
人
差
が
正
確
さ
と
い
う
点

で
非
常
に
大
き
い
と
い
え
る
」（X

U, p.47

）
こ
と
に
論
及
し
て
、
そ
れ
に
か

か
わ
る
生
徒
側
の
要
因
と
し
て
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
各
生

徒
が
占
め
る
位
置
、
各
生
徒
の
理
解
力
と
推
論
力
な
ら
び
に
記
憶
力
を
挙
げ
て

い
る
（X

U, p.48
）。
確
か
に
、
こ
う
し
た
要
因
が
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
の
教
育
の
帰
結
に
多
少
と
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
く
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
。

　

こ
こ
で
再
び
、
水
は
沸
騰
す
る
と
水
素
ガ
ス
と
酸
素
ガ
ス
に
分
解
さ
れ
る
と

い
う
上
掲
の
誤
っ
た
「
知
識
」
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
上
述
し
た
よ
う
に
、

十
五
歳
児
の
約
半
数
が
水
に
関
す
る
こ
の
非
科
学
的
な
「
知
識
」
を
保
持
し
て

い
る
と
い
う
。
こ
の
事
例
に
関
し
て
は
、
各
生
徒
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
の

誤
答
が
見
ら
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
誤
答
の
内
容
が
多
く
の
生
徒
た
ち
の

間
で
共
通
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
誤
答
が
か
な
り
強
力
に
パ

タ
ー
ン
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
強
力
な
パ
タ
ー
ン
化
に
つ
い
て
、
関

連
性
理
論
は
何
ら
か
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
の
論

点
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
人
間
が
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場

面
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
し
て
関
連
性
に
ア
ク
セ
ス
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。「
我
々
は
、
人

に
は
関
連
性
に
つ
い
て
の
直
観
が
備
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、

い
つ
も
関
連
性
の
あ
る
情
報
と
そ
う
で
な
い
情
報
と
を
区
別
で
き
、
ま
た
場
合

に
よ
っ
て
は
、
関
連
性
の
高
い
情
報
と
低
い
情
報
と
の
区
別
が
で
き
る
と
考
え

て
い
る
」（
ス
ペ
ル
ベ
ル
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
一
四
三
頁
）。
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ

ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
関
連
性
の
直
観
は
一
定
の
方
向
に
強
く
制
約
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
情
報
処
理
に
投
入
さ
れ
る
最
小
の
時
間
的
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
的

コ
ス
ト
で
最
大
の
収
益
の
獲
得
を
目
指
す
効
率
の
方
向
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ

れ
に
つ
い
て
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
「
我
々
の
主
張
は
、
人
間
は
み
な

自
動
的
に
可
能
な
限
り
最
も
効
率
的
な
情
報
処
理
を
目
指
す
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
意
識
し
て
い
る
と
い
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
そ
う
で
あ
る
」（
ス

ペ
ル
ベ
ル
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
五
八
頁
）
と
明
言
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
関
連
性
の
直
観
を
強
く
制
約
す
る
、
効
率
の
最
大
化
を
志
向
す

る
こ
の
方
向
性
は
い
っ
た
い
何
に
由
来
す
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問

題
に
対
し
て
ス
ペ
ル
ベ
ル
は
次
の
よ
う
に
明
確
に
答
え
て
い
る
。「
関
連
性
を

最
大
化
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
る
人
間
の
認
知
機
構
の
特
性
の
う
ち
い
く
つ
か

の
も
の
は
種
の
進
化
に
お
い
て
出
現
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
特

性
は
、
認
知
発
達
に
お
い
て
個
人
の
認
知
的
生
活
を
通
じ
て
出
現
す
る
。
こ
れ

ら
生
涯
に
わ
た
る
改
善
向
上
そ
れ
自
体
は
、
進
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
人

間
の
認
知
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
の
柔
軟
性
に
よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
」（S

PERBER, p.67

）。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
人
間
の
認
知
の
モ

ジ
ュ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
の
柔
軟
性
」
は
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
に
よ
れ
ば
情
報
処
理
の
効

率
が
最
大
化
さ
れ
る
よ
う
に
時
間
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
そ
の
都
度
し
か
る
べ
き
認

知
モ
ジ
ュ
ー
ル
に
割
り
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

割
り
当
て
の
方
略
も
ま
た
進
化
の
所
産
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
生

存
に
お
い
て
種
々
の
情
報
処
理
が
占
め
る
比
重
が
増
大
の
一
途
を
た
ど
っ
て
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い
っ
た
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
に
あ
っ
て
は
、
場
面
ご
と
に
何
が
最
優
先
で
処
理

す
べ
き
情
報
で
あ
る
の
か
の
決
定
と
そ
の
情
報
処
理
を
担
当
す
べ
き
認
知
モ

ジ
ュ
ー
ル
は
ど
れ
で
あ
る
の
か
の
決
定
が
種
の
進
化
に
お
い
て
強
力
な
淘
汰
圧

を
生
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
淘
汰
圧
は
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
が
い
う
よ
う
に
、

認
知
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
決
定
に
即
応
し
た
時
間
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
「
最
適
な

割
り
当
て
に
資
す
る
種
々
の
特
性
の
進
化
を
結
果
と
し
て
も
た
ら
す
は
ず
で
あ

る
」（S

PERBER, p.66

）
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
関
連
性
理
論
に
従
え
ば
、
人
間
に
は
情
報
処
理
の
効
率
の
最

大
化
を
志
向
す
る
関
連
性
の
直
観
が
進
化
の
所
産
と
し
て
そ
な
わ
っ
て
い
る
。

も
と
よ
り
進
化
は
生
存
環
境
へ
の
適
応
に
か
か
わ
る
事
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
聞
き
手
の
推
論
を
支
配
す
る
関
連

性
の
直
観
は
、
実
に
七
〇
〇
万
年
に
も
及
ぶ
人
類
進
化
の
所
産
と
し
て
い
わ
ば

適
応
バ
イ
ア
ス
が
強
く
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
近
代

科
学
の
本
格
的
展
開
は
た
か
だ
か
こ
こ
三
〇
〇
年
ほ
ど
の
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
い

わ
ゆ
る
先
進
諸
国
で
制
度
的
な
学
校
教
育
が
全
社
会
的
な
普
及
を
見
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
は
ま
だ
一
〇
〇
年
余
り
し
か
経
過
し
て
い
な
い
。
近
代
科
学
を
も

教
育
内
容
と
し
て
と
り
こ
ん
だ
今
日
の
学
校
教
育
の
も
と
で
学
習
す
る
生
徒
の

心
は
、
少
な
く
と
も
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
応
し
た
そ
の
認
知
機
構

に
関
す
る
限
り
、
依
然
と
し
て
七
〇
〇
万
年
に
も
及
ぶ
人
類
進
化
の
適
応
バ
イ

ア
ス
が
強
く
か
か
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
こ
で
強
調
す
べ
き
点
は
、
生
存
環
境

へ
の
適
応
と
科
学
的
真
理
の
認
識
と
は
本
来
次
元
を
全
く
異
に
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ー
ガ
ル
と
サ
リ
ア
ン
は
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

場
で
話
し
手
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
聞
き
手
が
組
み
立
て
る
「
解
釈
は
、
必

ず
し
も
正
し
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
関
連
性
が
期
待
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
解
釈
が
も
っ
と
も
合
理
的
な
の
で
あ
る
」

（S
IEGA

L &
 S

U
RIA

N, p.141

）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
の
背
景
に
あ

る
の
は
、
真
理
認
識
の
合
理
性
と
環
境
適
応
の
合
理
性
と
の
異
質
性
で
あ
る
。

学
校
教
育
が
生
徒
に
よ
る
真
理
認
識
を
そ
の
目
的
と
し
て
標
榜
し
た
と
し
て
も
、

生
徒
の
内
な
る
認
知
機
構
が
遠
い
過
去
に
属
す
る
人
類
進
化
の
所
産
に
制
約
さ

れ
続
け
る
限
り
、
水
は
沸
騰
す
る
と
水
素
ガ
ス
と
酸
素
ガ
ス
に
分
解
さ
れ
る
と

い
っ
た
非
科
学
的
で
前
科
学
的
な
思
考
は
生
徒
の
内
に
残
存
し
続
け
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
処
す
る
こ
と
も
教
育
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
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
。
邦
語
文
献
か
ら
の
引
用
文
の
コ
ン
マ
と
ピ
リ
オ
ド
は
す
べ
て
句
点
と
読
点
に
改
め
た
。

引
用
文
中
の
〔　

〕
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
。
ま
た
、
原
文
で
強
調
の
た
め
に
斜
字
体
に
な
っ
て
い
る
箇
所
に
は
傍
点
を
付
す
。
な

お
、
以
下
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
。）

Ｄ
・
ス
ペ
ル
ベ
ル
、
Ｄ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
内
田
聖
二
ほ
か
訳
）『
関
連
性
理
論
│
伝
達
と
認

知
│
第
２
版
』、
研
究
社
、
一
九
九
九
年

Ｊ
・
デ
ュ
ー
イ
（
松
野
安
男
訳
）『
民
主
主
義
と
教
育
（
上
）』、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
五
年

東
森
勲
・
吉
村
あ
き
子
『
関
連
性
理
論
の
新
展
開　

認
知
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』、
研

究
社
、
二
〇
〇
三
年

Ｄ
・
ブ
レ
イ
ク
モ
ア
（
武
内
道
子
・
山
崎
英
一
訳
）『
ひ
と
は
発
話
を
ど
う
理
解
す
る
か
│
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関
連
性
理
論
入
門
│
』、
ひ
つ
じ
書
房
、
一
九
九
四
年
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