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本
稿
の
目
的
は
、
政
治
行
動
を
調
査
研
究
の
対
象
と
す
る
上
で
、
方
法
論

的
に
必
要
な
基
本
的
条
件
を
、
具
体
的
事
例
に
そ
く
し
て
検
討
し
、
こ
ん
ご

の
課
題
を
い
く
つ
か
提
一
マ
一
周
す
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
た
め
の

手
掛
り
と
し
て
、
す
で
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
こ
つ
の
調
査
研
究
|
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・
の
紹
介
と
検

討
、
さ
ら
に
、
こ
の
二
方
法
の
適
用
と
し
て
、
一
九
六
四
年
秋
、
菜
園
立
大
学

法
経
学
部
品
一
T

生
一
白
人
を
被
験
者
に
実
施
さ
れ
た
調
査
結
果
を
素
材
と
し
て
い
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る
。
通
常
、
「
調
査
研
究
の
方
法
論
的
検
討
」
と
い
っ
た
こ
の
種
の
論
題
は
、

そ
の
高
度
の
専
門
技
術
性
の
ゆ
え
に
、
一
般
読
者
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
政

治
研
究
者
自
身
か
ら
さ
え
も
、
忌
避
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の

実
態
調
査
の
盛
行
が
、
一
種
の
卑
俗
な
「
実
証
主
義
」
や
「
調
査
信
仰
」
へ

堕
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
以
上
、
こ
の
種
の
論
題
は
、
そ
の
重
要
性
を
一

層
増
す
で
あ
ろ
う
。

守

記
こ
の
研
究
報
告
は
、
昭
和
三
十
七
年
度
文
部
省
科
学
試
験
研
究
費
に
よ

る
碕
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
論
稿
の
な
か
で
使
用
し
た
、

予
備
調
査
は
、
永
井
陽
之
助
教
授
と
の
共
同
作
業
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
執
筆
上
の
責
任
は
一
切
私
に
あ
る
。

付

政
治
行
動
の
科
学
的
調
査
研
究

〈
理
解
と
予
測
〉

こ
れ
ま
で
、
学
生
や
青
年
層
を
対
象
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
政
治
意

識
な
い
し
政
治
行
動
に
関
す
る
調
査
研
究
は
、
①

被
験
者
群
を
現
実
の
政

政治的態度の測定

治
的
配
置
図
へ
投
入
さ
れ
る
べ
き
支
持
予
備
軍
と
規
定
し
、
②

か
れ
ら
の

政
治
的
志
向
性
(
通
常
は
党
派
志
向
性
と
同
義
に
使
用
さ
れ
る
)
を
、
潜
在

的
傾
向
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
表
層
的
な
反
応
、
た
と
え
式
、
党
派
的
争
点

に
対
す
る
「
賛
成
」
、
「
反
対
」
の
意
見
や
支
持
政
党
の
表
現
に
よ
っ
て
査
定

し
、
③

そ
の
結
果
の
算
定
か
ら
、
既
存
の
政
治
的
配
置
関
係
に
お
け
る
変

化
の
予
測
を
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
ば
し
ば
、
「
保
守
化
し
た
青
年
層
」

と
い
う
見
出
し
の
も
と
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
話
題
に
供
せ
ら
れ
る
も
の

は
、
こ
の
系
列
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
学
生
や
青
年
腐
を
被
験
者
と
す
る
調
査
研
究
は
、
当
該
時
点

に
お
け
る
被
験
者
の
意
見
や
態
度
に
つ
い
て
の
理
解
と
し
て
だ
け
で
は
な

く
、
未
来
事
象
へ
の
一
つ
の
指
針
と
し
て
も
貢
献
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

意
味
で
、
そ
う
し
た
調
査
研
究
は
、
予
測
的
な
関
心
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
一

〈

1
)

種
の
「
未
来
学
」
で
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
理
解
」
と
「
予
測
」

と
は
、
単
に
、
被
験
者
を
青
年
腐
と
す
る
調
査
研
究
に
つ
い
て
だ
け
い
え
る

こ
と
で
は
な
く
、
お
よ
そ
い
か
な
る
調
査
研
究
に
も
含
ま
れ
る
役
割
の
二
側

面
で
あ
る
。
実
際
、
多
く
の
人
々
が
調
査
研
究
に
ょ
せ
る
期
待
は
、
社
会
の

中
で
な
に
が
起
っ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
た
め
で
は
な
く
、
な
に
が
起
る
で

あ
ろ
う
か
を
予
知
し
た
い
た
め
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
大
方
の
調
査
研
究

は
、
性
質
の
異
な
っ
た
二
つ
の
作
世
不
|
「
理
解
」
と
「
予
測
」
を
混
同
す
る

か
、
あ
る
い
は
、
安
易
に
相
互
転
換
す
る
か
し
て
き
た
の
が
実
状
と
い
え
よ

う(
1
)
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資

〈
世
論
調
査
〉

政
治
的
諸
党
派
の
消
長
が
主
た
る
関
心
対
象
で
あ
る
場
合
、
現
実
の
政
治

的
配
置
図
の
中
で
測
定
さ
れ
る
べ
き
被
験
者
の
政
治
的
方
向
性

(吉一互のと目

2
5
E
m
r
c口
)
は
、

被
験
者
個
人
の
価
値
態
度
や
制
度
表
象
の
複
合
体
か
ら

な
る
潜
在
的
傾
向
性
と
、
当
該
政
治
過
程
の
文
脈
と
の
函
数
と
し
て
表
わ
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
個
人
の
政
治
的
方
向
性
は
、
「
保
守
」
、
「
革
新
」

の
用
語
に
よ
っ
て
、

一
義
的
に
規
定
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

」
の
場

合
、
「
保
守
」
、
「
革
新
」
の
日
常
語
法
は
、
個
人
の
性
向

(
L
8
0
2
5ロ
)
を

示
す
言
葉
と
し
て
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ
て
政
治
過
程
の
側
か
ら
な
さ
れ
る
状

況
規
定

(
L
え
5
2
0
ロ
丘
団
吉
弘
一

g)
の
用
語
で
あ
る
た
め
、
そ
の
規
定
の

内
包
的
意
味
(
の
O
B
O
E
2
0
m
)
は
、
当
該
政
治
過
程
の
文
脈
に
よ
っ
て
操

作
的
に
い
か
よ
う
に
も
浮
動
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
党
派
的
な
論
争
問
題
を
適

当
に
叙
述
し
、

単
純
に
、
「
賛
成
」
、
「
反
対
」
の
二
者
択
一
的
な
反
応
を
求

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
験
者
群
の
政
治
的
方
向
性
の
摘
示
に
代
え
る
従
来

の
研
究
の
多
く
は
、
一
つ
の
「
位
論
調
査
」
と
し
て
の
役
割
は
果
し
え
て

も
、
被
験
者
に
つ
い
て
の
理
解
、
さ
ら
に
は
、
か
れ
ら
の
行
動
の
予
測
の
た

め
に
は
、
役
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

(
2
)

「
世
論
調
査
」
と
い
う
用
語
は
、
研
究
者
の
問
で
使
用
さ
れ
る
場
合

に
は
、
通
常
、
よ
り
技
術
的
な
意
味
で
、
句
。
一
一
切
を
使
用
す
る
調
査
研

究
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
日
常
語
法
と
し
て
の
「
世
論
調
査
」
は
、

そ
の
社
会
で
支
配
的
な
「
世
論
」
に
つ
い
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ

て
、
意
味
内
容
が
変
る
。
民
主
主
義
の
社
会
で
は
、
「
民
の
戸
は
、
神

の
戸
」
の
信
仰
か
ら
、
「
世
論
調
査
」
は
主
と
し
て
、
下
怠
上
達
の
一

方
法
と
見
な
さ
れ
る
。

〈
世
論
調
査
の
政
治
的
機
能
〉

も
ち
ろ
ん
、
佐
論
調
査
に
は
、
そ
れ
独
自
の
特
性
と
役
割
と
が
あ
る
。
世

論
調
査
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
あ
る
争
点
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
状
態
に
あ
る

政
治
諸
集
団
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
目
的
達
成
の
た
め
に
奉
仕
す
る
効
果
的

な
戦
術
手
段
を
提
供
し
、
他
方
、
指
導
者
の
政
治
的
決
定
に
対
し
て
、
民
衆

(
S
V
 

の
要
求
と
道
義
を
賦
課
す
る
、
政
治
技
術
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
此
論
調
査

は
、
政
治
的
決
定
過
程
の
フ
ィ
ー
ド
パ
ヅ
ク
を
司
と
る
一
循
環
径
路
な
の
で

あ
る
。
政
治
家
は
、
か
れ
の
権
力
基
盤
で
あ
る
「
支
持
」
に
つ
い
て
、
た
え

北法17(2・112)282 



ず
「
知
ら
れ
ざ
る
も
の
」
へ
の
恐
怖
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
政

治
家
は
、
程
度
の
差
-
」
そ
あ
れ
、
民
衆
の
意
見
を
採
打
だ
す
ニ
と
に
大
き
な

関
心
を
も
っ
て
い
る
。
政
治
家
は
、
世
論
に
迎
合
し
て
政
策
を
手
加
減
し
よ

う
と
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
民
衆
の
意
見
を
指
導
者
の
政
策
と
一
致
さ
せ
る

た
め
に
、
ど
の
程
度
の
宣
伝
と
教
化
が
必
要
か
を
知
ろ
う
と
す
る
場
合
も
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
政
治
家
が
世
論
調
査
を
利
用
す
る
意
図
は
多
様
で
あ
る

が
、
と
も
か
く
、
か
れ
の
権
力
基
盤
が
「
支
持
予
備
軍
」
な
い
し
「
潜
在
的

浮
動
層
」
に
依
存
す
る
と
表
象
さ
れ
る
度
合
に
応
じ
て
、
世
論
調
査
の
も
つ

政
治
的
機
能
の
効
率
は
増
大
し
、
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
、
「
保
守
化
し
た

青
年
層
」
と
い
う
話
題
が
扇
情
的
に
な
る
の
で
あ
る
o

政治的態度の測定

(
3
)

世
論
調
査
の
有
す
る
政
治
技
術
性
に
つ
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て
の
洞
察
は
、
次
の
も
の
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〈
世
論
調
査
法
の
予
測
性
〉

世
論
調
査
法
に
は
、
右
に
述
、
ベ
た
政
治
技
術
と
し
て
の
機
能
と
な
ら
ん

で
、
選
挙
の
予
測
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

一
種
の
応
用
科
学
と
し
て
の
機
能

が
め
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
政
治
事
象
は
、
各
種
の
選
択
肢
の
間
で
な
さ

れ
る
人
間
の
選
択
行
動
に
依
存
す
る
事
象
で
あ
る
。
こ
の
選
択
行
動
に
つ
い

て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
完
全
な
確
実
さ
を
も
っ
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
、
少
く
と
も
、
あ
る
種
の
行
動
傾
向
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
あ
り
そ
う
な

こ
と
だ
と
い
え
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
、

人
々
が
い
か
に
行
動

そ
こ
か
ら
、

し
、
な
に
が
起
る
か
に
つ
い
て
推
測
し
、
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

ぅ
。
ま
さ
に
、
こ
の
推
測
や
予
見
が
、
わ
れ
わ
れ
の
政
治
に
対
す
る
主
要
関

心
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
こ
の
選
択
行
動
の
予
測
に
関
し
て
は
、
対
照
実
験
が
不
可
能

で
、
正
確
な
測
度
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
論
拠
か
ら
、
「
科
学
」

は
成
立
し
な
い
と
い
う
見
解
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の

日
常
経
験
か
ら
云
え
ば
、
行
動
の
結
果
を
表
わ
す
諸
々
の
指
標
か
ら
次
の
行

動
の
予
測
を
試
み
る
方
法
に
よ
っ
て
、
厳
密
で
は
な
い
に
せ
よ
、
一
種
の
対

照
実
験
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
選
挙
時
に
、
候
補
者
の

選
挙
参
謀
は
、
選
挙
民
の
調
査
を
行
い
、
各
種
の
説
得
の
方
法
を
実
験
し
、

結
果
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
に
は
、
そ

の
実
験
は
、
選
挙
参
謀
の
カ
ソ
や
主
観
的
見
積
り
に
信
頼
を
お
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
世
論
調
査
法
は
、
参
謀
の
臆
測
を
知
識
に
、
彼

の
推
量
を
統
計
に
置
き
換
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
な
に
よ
り
も
、
世
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料

論
調
査
法
が
、
応
用
科
学
の
一
分
岐
と
し
て
認
知
さ
れ
る
の
は
、
検
証
可
能

な
予
測
の
提
示
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。

資

〈
世
論
調
査
の
操
作
性
〉

し
か
し
、
世
論
調
査
が
、
そ
の
技
術
的
諸
問
題
!
標
本
抽
出
、
質
問
表
と

面
接
、
結
果
の
解
釈
を
解
決
し
、
充
分
信
頼
性
の
あ
る
事
実
を
報
告
し
た

と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
科
学
的
価
値
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
世
論
調
査
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
極
度
の
操
作
性
を
無
視
す
る
わ

(
4〉

け
に
は
ゆ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
位
論
調
査
は
、
被
験
者
が
抱
い
て
い
る

「
真
の
意
見
」
よ
り
も
「
与
え
ら
れ
た
意
見
」
に
対
す
る
反
応
を
求
め
る
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
調
査
の
結
果
、
表
面
上
一
致
す
る
解
答
も
、
実

は
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
反
応
様
式
を
も
っ
人
々
か
ら
え
ら
れ
、
そ
の
反

応
は
全
く
違
っ
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
通
常
は
、
調

査
結
果
の
集
計
や
解
釈
に
お
い
て
、
「
意
見
」
が
被
験
者
に
対
し
て
も
っ
て

い
る
「
意
味
」
(
邑
m〈

S
E
E
m
-
P
E
2
)
や
「
情
態
」
(
丘
町
。
2
5ロ
)
の

程
度
差
や
偏
差
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
単
に
「
意
見
」

に
つ
い
て
の
資
料
を
集
め
る
だ
け
の
作
業
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
、
被
験
者
に

つ
い
て
の
「
理
解
」
と
し
て
の
妥
当
性
を
欠
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
世
論

調
査
が
た
と
え
ば
、
「
世
論
の
動
向
」
な
い
し
「
支
持
率
の
変
化
」
の
場
合

の
よ
う
に
、
「
予
測
」
的
機
能
を
も
つ
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
る
時
に
も
、

検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
が
あ
勺
通
常
、
実
践
家
に
よ
っ
て
強
い
関
心
が
抱

か
れ
て
い
る
そ
の
「
予
測
」
的
効
果
は
、
被
験
者
に
つ
い
て
の
「
理
解
」
に

も
と
づ
き
、
そ
こ
か
ら
の
推
測
を
通
し
て
う
ま
れ
た
結
果
で
は
な
い
。
す
な

わ
ち
、
未
来
事
象
に
関
す
る
検
証
可
能
な
予
言
と
し
て
提
示
さ
れ
、
そ
の
予

一
言
口
が
、
事
象
の
実
際
の
生
起
に
よ
っ
て
検
一
証
さ
れ
た
結
果
な
の
で
は
な
い
。

人
々
が
、

調
査
者
か
ら
設
定
さ
れ
る
択
一
的
な
選
択
肢
i
た
と
え
ば
、
「
保

守
」
、
「
革
新
」
[
の
聞
で
自
己
の
選
択
を
決
定
す
る
よ
う
に
条
件
づ
け
ら
れ
る

と
、
視
点
の
転
換
を
も
た
ら
す
よ
う
な
根
本
的
に
新
し
い
選
択
肢
に
つ
い
て

t土

一
体
そ
れ
を
と
う
扱
っ
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
被

験
者
は
、
調
査
の
質
問
表
に
反
映
さ
れ
て
い
る
、
既
存
の
、
型
に
は
ま
っ
た

認
知
様
式
や
状
況
規
定
の
様
式
に
、
自
ら
を
適
合
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

通
常
、
世
論
調
査
の
「
予
測
」
的
機
能
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
実

は
、
被
験
者
に
対
す
る
選
択
肢
の
限
定
と
固
定
化
、
世
論
調
査
と
被
験
者
と

の
間
に
設
定
さ
れ
る
あ
る
特
殊
な
和
合
関
係

(
3
3
2
5
5
2る
か
ら
生
ず

る

一
種
の
「
自
己
充
足
的
予
言
」
の
結
果
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
諸
点
を
未
解
決
の
ま
ま
に
行
わ
れ
る
世
論
調
査
研
究

は
、
一
種
の
「
政
治
市
場
調
査
」
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
の
調
査
研
究

の
努
力
は
、
多
く
の
「
商
業
的
市
場
調
査
」
と
同
様
、
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ

全
く
異
な
っ
た
社
会
的
環
境
の
下
に
あ
っ
て
、
な
に
を
考
え
、
な
に
を
望
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み
、
そ
の
結
果
、
い
か
に
行
動
す
る
か
に
つ
い
て
の
発
見
で
は
な
く
、
研
究

者
の
善
意
に
も
拘
ら
ず
、
む
し
ろ
、
被
験
者
に
独
占
的
に
限
定
さ
れ
固
定
さ

れ
た
選
択
肢
を
提
供
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

(

4

)

こ
の
点
に
関
す
る
興
味
深
い
一
つ
の
事
例
。
林
知
己
夫
「
改
憲
論
議

と
世
論
調
査
」
中
央
公
論
、
昭
和
三
十
九
年
九
月
号
。

(

5

)

測
定
と
予
測
に
つ
い
て
の
原
理
的
問
題
に
関
し
て
。

m
u
g
s
-
〉

ω
g丘町出♂

F
C戸
♂
の
515mwp
何
ハ
ザ
喜
三
〉
・
∞
E
H
7
2ロP

E
P
-
m
v
E
R
m
E
L
-
m
Eュ
ミ
〉
∞
2
3
r
rロ
〉
・

2

2閉めロ
U

宮
守

自
己

5
5
mロ片山口《山市町内《出口忠
o
p
H
U印

0
.

同μ
ユロ
n
o
gロ
C
D
E
R回目
q
H
M町内田・

〈
科
学
的
調
査
研
究
〉

世
論
調
査
法
が
科
学
的
価
値
を
も
っ
方
法
と
し
て
認
知
さ
れ
る
た
め
に

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
る
事
実
が
、
よ
り
一
般
的
な
体
系
や
理
論
に

包
括
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
関
心
焦
点
も
、
単

に
、
党
派
的
な
紛
争
や
政
治
過
程
の
文
脈
の
変
化
に
む
け
ら
れ
る
だ
け
で
は

な
く
、
そ
れ
を
こ
え
て
、
人
々
の
政
治
的
思
考
様
式
や
行
動
様
式
、
さ
ら
に

政治的態度の測定

政
治
体
制
の
性
格
に
ま
で
む
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
特
定
の
時

と
場
所
に
お
け
る
意
見
の
測
定
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
意
見
が
社
会
構
造
や

性
格
構
造
の
中
に
い
か
な
る
根
を
も
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
発
見
と
、
相

互
の
関
係
づ
け
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら

常
套
的
な
「
保
守
L

、

「
革
新
」
と
い
っ
た
集
団
特
性
に
関
す
る
状
況
規
定
は
、
そ
の
性
質
上
、
祖

互
に
函
数
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
配
置
図
の
中
で
な
さ
れ
る
「
予

測
」
は
、
あ
る
特
定
時
点
の
状
況
規
定
を
単
に
量
的
に
未
来
へ
投
射
す
る
に

す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
試
み
は
、
い
わ
ば
、
表
出
さ
れ
た
も

の
と
表
出
さ
れ
な
い
も
の
と
の
関
係
、
そ
の
全
体
の
復
合
体
を
一
つ
の
「
統

一
的
全
体
」
(
の
2
S
F
)
と
し
て
説
明
し
う
る
方
法
を
探
求
す
る
こ
と
で
あ

る。(
6
)

「
理
解
」
、
「
予
測
」
、
「
実
践
的
関
心
」
と
い
っ
た
作
業
の
性
質
と
関
係

に
つ
い
て
。

切
弐
可

ωロ
L
L巾
】

D巴
己

2
百
一
一
叶
「
ぬ
口
ω
Z日

ohHUG]ん片付回一

ω20ロ
2
・

↓ro
〉
E
2守
山
口
旬
。
口
片
付
m
L
m
n
-
2
d
n
n
mぬ〈ぽ耳・

HmW5N.

官。一

E
g一
目
門
田
口
円
ゆ
山
口
門
】
七
日
〈
E
Z
P
〉・回以・

ω・同
-

H

申告・

同
日
0
5
り・

HA白担当。一一一

2
3
R色町田

C同
E
S
E
-
q凶

5
U
R
t
m
-
F
m・

2
2
止
・
同
」
耳
目
白
E
E
豆
E
E口
問
。
同
門
roFn-ω
一
m
n
Z
E
E
-
ζ
何
-

H
F
会
ω
ロ
切
ロ
crrrω
日
申
・

ノ

l
パ

I
ト
・
ウ
ィ
ナ
l
、
科
学
と
神
・
鎮
月
恭
夫
訳
、
み
す
ず
書

房
、
昭
和
四
十
年
。

ヒ〉

了
解
的
方
法
と
操
作
的
方
法

い
か
な
る
調
査
研
究
も
、
そ
れ
が
一
つ
の
「
実
験
」
的
性
格
を
も
っ
以
上
、
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料

仮
説
と
用
具
と
を
必
要
と
す
る
。
調
査
の
施
行
に
さ
き
立
っ
て
、
こ
の
点
に

関
す
る
基
礎
的
検
討
を
へ
な
い
研
究
は
、
要
す
る
多
大
な
努
力
に
比
し
て
信

資

頼
性
と
妥
当
性
の
と
ぼ
し
い
結
果
し
か
え
ら
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の

節
に
お
い
て
、
通
常
、
広
く
調
査
研
究
と
い
わ
れ
る
も
の
が

一
体
い
か
な

る
方
法
論
的
基
礎
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
し
、
っ
、
ぎ
に
、
わ
れ

わ
れ
の
試
み
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

〈
政
治
行
動
の
恒
常
性
〉

ま
ず
、
政
治
行
動
に
つ
い
て
観
察
さ
れ
る
幾
つ
か
の
自
明
事
か
ら
出
発
し

ょ
う
。
政
治
事
象
が
、
各
種
の
選
択
肢
の
問
で
な
さ
れ
る
人
間
の
、
選
択
行
動

に
依
存
す
る
事
象
で
あ
る
、
と
い
う
捉
え
方
に
は
ほ
と
ん
ど
異
論
は
な
い
。

そ
の
場
合
、
人
間
の
行
動
は
、
単
に
か
れ
を
取
り
ま
く
環
境
の
特
性
や
構
造

に
し
た
が
っ
て
受
動
的
に
適
応
を
な
す
の
で
は
な
く
、
環
境
の
あ
る
側
面
を

選
択
し
、
そ
れ
に
意
味
を
与
え
、
そ
の
作
業
を
通
し
て
主
体
的
に
環
境
に
働

き
か
け
る
こ
と
を
合
意
す
る
。
し
か
し
、
政
治
的
環
境
と
の
聞
に
お
り
な
さ

れ
る
行
動
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
学
習
さ
れ
た
行
動
で
あ
る
こ
と
が
、
自
明
な

」
と
と
さ
れ
て
き
た
。
人
聞
が
、
あ
る
政
治
様
式
と
よ
り
適
合
的
な
関
係
を

樹
立
し
う
る
よ
う
な
方
向
に
行
動
す
る
の
は
、
決
し
て
自
然
的
な
結
果
で
は

な
く
、
な
ん
ら
か
の
手
段
に
よ
る
組
織
的
継
続
的
培
養
の
結
果
で
あ
る
。
こ

の
定
式
の
自
明
性
は
、

わ
れ
わ
れ

も
し

」
の
定
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、

は
、
政
治
体
の
安
定
を
理
解
し
え
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
治

行
動
に
お
け
る
あ
る
種
の
恒
常
性
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
諸
集
団
の
間
に

継
続
的
に
安
定
し
て
存
在
す
る
集
団
特
性
の
差
異
と
が
、
政
治
研
究
の
陳
腐

な
主
題
と
な
っ
て
き
た
。

〈
政
治
行
動
の
決
定
因
〉

し
か
し
、
政
治
行
動
が
い
か
な
る
要
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
に
つ
い

て
は
、
強
調
点
の
置
か
れ
方
が
異
な
っ
て
き
た
。
通
常
、
政
治
行
動
は
、
す

ぐ
れ
て
複
雑
な
心
理
力
学
的
過
程
を
通
し
て
作
用
す
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
動

機
的
、
情
動
的
諮
要
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
人
聞
は
、
あ
る
価
値
関
心
や
利
害
関
心
か
ら
、
あ
る
特
定
の
目

的
に
向
っ
て
行
動
す
る
よ
う
駆
立
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
間
の

と行
し動
ては
』工、
お そ
こう
らい
なっ
し、 t，こ

士重
合間
プ]ミ

と心

誌の
環

す
境

互に
玄対
」す
あマ

ゑ孟
t': l'友
jY1 的

損主
要危
日、の

な 結
ん 果

ら
か
の
仕
方
で
知
覚
さ
れ
、
な
ん
ら
か
の
意
味
を
附
与
さ
れ
、
そ
う
い
っ
た

主
観
的
環
境
に
対
す
る
適
応
と
し
て
、
行
動
が
お
こ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
あ
る
人
の
外
に
現
わ
れ
た
行
動
す
耳
ユ

Z
E
5
2ぺ
)
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、
か
れ
が
そ
の
行
動
に
際
し
て
抱
い
て
い
た
期
待
や
要
求
の
内
容

だ
け
で
は
な
く
、
経
験
的
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
物
事
の
処
理
の
仕
方
に
つ

い
て
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、
か
れ
の
政
治
の
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世
界
に
対
す
る
認
知
構
造
に
極
度
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。

人
間
の
行
動
に
お
け
る
認
知
過
程
の
重
要
性
は
、
特
に
、
政
治
行
動
の
場

合
に
増
大
す
る
。
政
治
的
環
境
の
中
で
は
、
人
聞
は
た
が
い
に
相
互
作
用
を

営
む
対
他
的
存
在
(
め
問
。

5
0号
。
三
0
5
)
で
あ
り
、
反
応
の
対
象
に
対
し

て
直
接
的
接
触
が
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
々
の
行
動
は
、
象
徴

に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
準
環
境
に
対
す
る
反
応
と
し
て
起
ら
ぜ
る
を
え
な
い

か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
人
が
、
政
治
の
世
界
を
い
か
な
る
イ
メ
l

ジ
で
認
識
し
、
規
定
す
る
か
が
、
そ
の
人
の
政
治
参
加
の
行
動
と
密
接
に
関

連
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
認
知
過
程
の
構
造
と
役
割
と
が
、

政
治
行
動
に
関
す
る
一
つ
の
重
要
な
研
究
領
域
と
な
る
の
で
あ
る
。

〈
一
つ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
〉

さ
て
、
人
々
の
政
治
行
動
の
恒
常
性
や
安
定
性
の
多
く
が
、
学
習
過
程
に

よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
自
明
な
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
こ
こ
に
一
つ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
存
在
す
る
。
人
々
の
参
加
劇
と
し
て

展
開
さ
れ
る
政
治
の
舞
台
は
、
常
に
、
新
企
画
や
新
場
面
に
富
ん
で
い
る
。

政治的態度の測定

さ
ら
に
、
展
開
さ
れ
る
す
べ
て
の
場
面
、
す
な
わ
ち
、
政
治
状
況
は
、
そ
の

複
雑
か
つ
独
自
的

(
0
2
m
E
生
で
あ
る
。

」
の
劇
中
尉
に

特
性
と
し
て
、

あ
っ
て
、
人
々
は
、
こ
れ
ま
で
展
開
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
政
治
状
況
や
争
点

に
つ
い
て
は
、
当
然
経
験
を
有
し
な
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、

一
体
、
い
か
な

る
方
法
で
、
即
妙
か
つ
用
意
の
で
き
て
い
る
見
解
を
も
っ
て
振
舞
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
い
か
に
し
て
、
問
題
を
充
分
に
分
析
す
る

こ
と
な
く
、
短
絡
的
か
つ
即
座
に
、
そ
の
問
題
に
対
し
て
即
断
を
下
せ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
政
治
状
況
の
独
自
性
と
認
識
上
の
短
絡
過
程
(
民
百
五
自

由

0
2
2庁
)
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
、
政
治
行
動
分
析
の
主
要
テ
l

マ
で
あ
る
。
)

(
1
)

切

R
R
P
口
弘
《
目
。
』
D
g
a
z。
一
一
山
吋
『
巾
司
Z
B
吋一】巾
C
G、
C
『

勺

c
t
C
2
・

(UE己〕ユ
L
m
m
C巳
〈
巾
門
町
一
門
司
司
自
由
・

5
8
.

豆
-
C
R
g
r
D円
ご
河
川

〈
第
一
の
解
答
法
〉

こ
の
逆
説
的
な
謎
を
と
く
鍵
は
、
い
く
つ
か
の
解
答
法
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
る
。
国
2
r
o三
国
可

5
2
は
、
政
治
行
動
に
関
す
る
研
究
目
録
を
作
製
し
、

そ
れ
ら
を
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
三
つ
の
解
答
法
に
大
別
す
る
。
第
一
の
解
答

法
は
、
「
政
党
へ
の
忠
誠
」

(
℃
日
々
一
。
三
一
ミ
)
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

解
答
法
に
よ
れ
ば

人
々
は
、
「
政
党
へ
の
忠
誠
」
を
尽
す
よ
う
社
会
化
さ

れ
て
い
る
た
め
に
、
新
し
い
争
点
に
対
す
る
自
己
の
判
断
に
基
づ
い
て
よ
り

も
、
む
し
ろ
、
政
党
を
引
照
集
団
と
し
て
行
動
す
る
の
で
あ
る
。
従
来
、
投

票
行
動
の
研
究
は
、
実
践
家
の
主
要
関
心
で
あ
る
「
い
か
な
る
影
響
に
ょ
っ

て
選
挙
民
の
支
持
が
浮
動
す
る
の
か
」
と
向
じ
線
上
で
、
「
人
々
は
な
ぜ
不

北法17(2・117)287



料

忠
誠
な
の
か
」
の
要
因
発
見
に
、
関
心
を
集
中
さ
せ
て
き
た
。
し
か
し
、
皮

内
に
も
、
選
，
t
宇
参
謀
の
経
験
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
最
近
の
理
挙
調
査
か
ら

資

も
、
選
挙
運
動
の
過
程
で
政
党
へ
の
忠
誠
を
変
え
る
人
は
驚
く
ほ
ど
少
な

ぃ
、
と
い
う
一
般
的
教
訓
が
引
き
出
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
人
々
の
投
票
行

動
が
習
慣
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
れ
ら
の
投
票
経
験
を
通
じ
て
支
持
対
象
が

ほ
と
ん
ど
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が

一
つ
の
政
治
常
識
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
投
票
行
動
の
決
定
図
と
し
て
、
争
点
、
各
種
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、

個
人
的
速
が
り
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
古
典
的
民
主
主

義
論
に
よ
っ
て
規
範
化
さ
れ
、
想
像
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
に
は
、
動
機
力
を
も

た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
古
典
的
民
主
主
義
論
の
変
容
と
し
て
、
政

党
政
治
の
教
説
に
よ
る
想
定
コ
一
大
政
党
制
は
、
選
挙
民
に
二
組
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
聞
で
の
選
択
、
そ
し
て
、
二
つ
の
問
だ
け
で
の
選
択
を
可
能
に
す
る

か
ら
、
選
挙
民
は
ラ
イ
バ
ル
政
党
の
各
プ
ロ
ク
ラ
ム
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の

点
を
注
意
深
く
検
討
し
た
結
果
投
票
す
る
」
さ
え
、
真
実
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
政
党
に
つ
い
て
の
「
投
票
捕
獲
器
」
(
〈
2
R
l
hえ
与
め
る
と
い
う

(
3
U
 

考
え
方
は
、
大
か
た
、
政
党
に
つ
い
て
の
神
話
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し

ろ
、
投
票
行
動
に
お
け
る
一
つ
の
重
要
な
積
極
的
結
論
は
、
多
く
の
選
挙
民

が
、
た
と
え
そ
の
イ
メ
i

シ
の
形
成
過
程
が
全
く
明
ら
か
で
な
い
と
し
て

也
、
「
政
党
イ
メ
ー
ジ
』
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

伝
統
的
忠
誠
を
別
と
す
れ
ば
、
選
挙
民
の
投
票
行
動
に
対
し
て
最
も
強
い
影

響
力
を
も
つ
も
の
は
「
あ
る
政
党
は
、
か
れ
ら
の
味
方
で
あ
り
、
他
党
は
か
れ

ら
と
敵
方
で
あ
る
」
と
い
っ
た
、
漠
然
と
し
た
感
情
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
。
。

s
z
g
者
ロ
一
一
訟
は
、
「
政
党
は
、
政
党
の
指
導
者
自
身
の
意

見
や
行
為
と
は
別
の
、
選
挙
民
の
も
つ
記
憶
と
情
緒
と
の
中
に
生
き
て
い
る

一
個
の
実
在
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
政
党
イ
メ
ー
ジ
は
、
習
慣
的
な
連
想
に
基

(
ら
〉

づ
く
全
く
非
論
理
な
効
果
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
、
政
党
イ
メ
ー
ジ

の
象
徴
的
機
能
を
洞
察
し
た
。
最
近
の
調
査
研
究
は
、
君
主
一
日
に
よ
っ
て

提
起
さ
れ
た
「
政
党
イ
メ
ー
ジ
」
に
内
容
を
与
え
、
そ
れ
が
各
種
の
方
向
性

ベ

5
J

(
2
5
Z
E
Cロω)
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
他
方
、
同
時
に
、

政
党
の
説
得
や
環
境
に
よ
っ
て
選
挙
民
の
心
に
投
じ
ら
れ
た
一
つ
の
投
影
と

し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
ど
の
程
度
作
り
出
し
、
変
え
て
ゆ
け
る
も
の
か
と
い

(
6
)
 

っ
た
、
「
イ
メ
ー
ジ
作
り
」
の
問
題
が
、
新
た
な
政
治
技
術
と
し
て
、
実
践

家
の
主
要
関
心
を
形
成
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
2
〉

国

q
r
q門
司
可
同

HMmpHVG一
回
門
町
山
一
∞

2
E
R
R
-
c
p
呂
町
由
同
百
命
司

B
E
-

(
3
)

投
票
行
動
の
研
究
に
お
け
る
問
題
に
つ
い
て
知
る
に
は
、
次
の
も
の

が
便
別
で
あ
る
o

ロ
・
開
・
回
己
ユ
O
H
U
E
〈
0
2口
問
ゲ
巾
『

ωロ
5
E門
口
円
d
L
F
門
出
回
宮
内
守

E
H凶コ
Z
E
J

切
コ
『
2
7
]
0
2
2冨

-
o
h
印
。
円
F
O
}
C均
V
J
同
甲
山
一

ω
・
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致治的態度の測定

同川口問巾
HM巾
∞
口
三

5
7
1〉ユ]戸弓』・切円。門}一】
mnr
白
色
"
〉

B
R
R
N
5
〈

C江口問

∞斤〕
7
5
2
9「
-H申辺
Y

司
『
巾
巾
匂
Hmmω
・

同

MDFvs-oa同庁門戸可
3
8・
Z
0・
戸
特
集
号
。

(
4
)
P
ω
7
3
4〈回一一回目
-
F
E
E
Z
Z
B
S
P
E
C
S
E
S
-
(邦
訳

あ
り
)

(

5

)

パ
ー
テ
ィ
・
イ
メ
ー
ジ
の
研
究
は
、
英
国
に
お
い
て
特
に
盛
ん
で
あ

喝。。』・

ω
cロ
Z
g
u
、H，
Z

豆一
L
L
F
Q凶
器
〈

D
F
H
-
ω
r
R
S
E
ζ
・

回
叩
ロ
ロ
ミ
‘
〉

-
H
V
-
C
E》
♂
巳
ロ
品
問
・
出
・
同
M
g『
U
Z
C耳
目

以

内

C℃一
σ
〈

C門巾場

閉

N
D
Z
己。仏間
P
]
{
申印∞-

HF
伊
豆
戸
-
5
0
E仏
国
・
。
・

ζ
2
5
5
-
o
u
g
E一m
Z
H
d
m
r片山、
H，
ro

z
g
gみ
∞
R
E
F
S巴
・
宮
民
間
吉
弘
∞
g
F
g
g
-

』
・
吋
百
g
S
E
E
L
り
・
窓
口

ρ
E
P
一
吋
Z
2
5
-
8
5門
ご
宮
司
《
)
'

E

Eニ
自
国
間

P
Z
2
5
2・
3
2
・

り
・
開
・
切
口
己
2
た
ち
に
よ
る
選
挙
調
査
。
特
に
、
、
叶

Z
∞
号
5
7
の
2
・

句。
-
E
m
E
3
0『
巴
包
・

F両
日
目
ニ
-
E
g
g
-

(

6

)

「
イ
メ
ー
ジ
作
り
」
の
問
題
は
、
特
に
、
一
九
五
九
年
の
選
挙
結
果

に
関
す
る
論
評
に
お
い
て
、
「
労
働
党
は
何
故
敗
北
し
た
か
」
の
実
践

的
問
題
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
の
論
議
の
焦
点
は
、
「
労
働
党

の
イ
メ
ー
ジ
の
デ
ィ

v
γ

マ
し
に
向
け
ら
れ
た
。

わ
同
・
。
・
〉

-HN・。円
O凹
}ELW

↓7巾
の
o
z
m
O
H
S
Z
2
間口
ogu二
』
Oロ
2
7目

白ロハリ白司
0

・]{由自
N
-

岡山・国・

ω・ハ
U
S
E
g
g
w
沼
田
口
口
一
口
問
問
OH
句
5
a
o
g
u
E
ω
ヨ
5
7
出回
HUE

ニ丹
O
ロ
句
]
{
也
白
日
・

〈
第
二
の
解
答
法
〉

第
一
の
解
答
法
に
お
け
る
政
党
イ
メ
ー
ジ
は
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
行
動

の
特
殊
事
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
状
況
に
つ
い
て
の
認
知
構
造
と

政
治
参
与
の
パ
タ
ー
ン
の
関
係
は
、
よ
り
広
い
視
野
か
ら
接
近
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
の
政
治
参
与
の
程
度
と
性
質
が
、
政
治
制

度
の
性
格
と
い
か
に
関
係
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
立
て
ら
れ
る
。
そ
こ
か

ら
、
人
々
の
社
会
化
過
程
の
分
析
が
な
さ
れ
て
、
あ
る
特
定
の
政
治
参
加
の

様
式
が
若
年
期
に
学
習
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
様
式
が
、
政
治
過
程
そ
れ
自

体
、
市
民
の
役
割
、
政
治
的
ゲ

l
ム
の
規
則
な
ど
に
関
す
る
一
組
の
信
念
や

観
念
と
対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
通
常
、
政

治
文
化
の
比
較
研
究
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ム
吃

(
7
〉
一
口
に
、
政
治
文
化
の
比
較
研
究
と
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
、
多
様

な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
り
う
る
。

∞円。一口

HNor-sp
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Z
2
2
3
5
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5
m
g
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申
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E
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E・
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宮
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古
〉
ロ
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〉
己
丘
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HNEMRV、
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同
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mW30口円
70
回守

「白
t
o
g
-
m門戸内守
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C一回巳口♂]一一
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Cロ
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q∞
-qHM円
巾
回
目
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田
M
-

。
・
〉
}
口
doロ
門
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roHν
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E
g
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子
。
ロ
君
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一
C宮
コ
四
〉

R
E
-

-u
ユ
ロ
円
仰
ぎ
ロ
己
ロ
Z
2
1
q
P
2
ω
L
2
0・

吋}戸
m
c
i
n
n巳門戸叫巾・

HM江口
8
5ロ
ピ
ロ
-
Z
E
q
H
M円巾凹
P
E
S
-

ω・
宮

-r-説。
fHMc--F円
白
-
云
白
P
ロ
O戸
豆
丘
ω司、

S
2・
(
邦
訳
あ
り
)

叶

r叩
明
町
三

Z
司君

Z
2
5ロ
祖
国
自
芯
切
。
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一
F
H申即日凶・
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料

〈
第
三
の
解
答
法
〉

以
上
、
二
つ
の
解
答
法
に
よ
っ
て
、
あ
る
特
定
の
認
知
過
程
が
、
人
々
の

資

政
治
参
加
や
党
派
志
向
性
の
基
礎
に
あ
り
、
そ
れ
が
、
政
治
行
動
の
諸
側
面

に
特
定
の
意
味
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の

認
知
過
程
は
、
必
ず
し
も
、
政
治
状
況
に
つ
い
て
の
正
確
な
知
識
を
も
た
ら

し
は
し
な
い
。
む
し
ろ
、
認
知
者
の
先
入
見
、
要
求
や
願
望
、
社
会
的
通
念

な
ど
が
、
選
択
的
に
機
能
し
、
さ
ら
に
、
既
存
の
認
知
構
造
が
、
情
性
的
に

存
続
し
た
り
(
「
初
出
効
果
」
)
、

そ
れ
以
後
の
認
知
過
程
を
一
定
の
方
向
に

枠
づ
け
た
り
(
「
後
光
効
果
」
)
す
る
傾
向
を
も
つ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
も
し
、
政
治
行
動
の
恒
常
性
や
安
定
性
と
、
初
期
の
社
会
化
が
将

来
の
新
し
い
政
治
状
況
や
争
点
に
対
し
て
い
か
に
効
果
的
な
方
向
性
を
提
供

で
き
る
か
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
る
な
ら
ば
、
当
然
、
人

々
の
中
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
「
精
神
組
織
」
(
ヨ

g
E
2官
E
B
C
G
E
)

に
つ

い
て
の
証
拠
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
第
三
の
解
答
法
で
あ

る
。
こ
の
解
答
法
は
、
通
常
、

「
態
度
研
究
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
認
知
過
程
に
お
け
る
単
純
化
や
短
絡
化
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
解
明
、
が
試
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
、
こ
の
論
稿
に
お
い
て
、
以
下
、
「
政
治
態
度
」
と
い
う
用

語
に
よ
っ
て
扱
う
も
の
は
、
人
々
の
精
神
組
織
の
中
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
、

こ
の
種
の
「
行
動
傾
向
」

(E)
な
い
し
「
構
え
」
(
宮
丘
町
宮

E
E口
)
で
あ

る
0

「
政
治
的
態
度
」
と
い
う
用
語
は
、

先
き
に
述
べ
た
人
同
の
政
治
行
動

に
含
ま
れ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
説
明
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
仮
説
的
概
念

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
概
念
の
属
性
が
人
々
の
外
面
的
行
動

(C5
ユ

r
o
E
2
2同
)
の
諸
側
面
か
ら
推
論
さ
れ
る
構
成
概
念
(
円

S
E己
主
で
あ
る

」
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

〈
政
治
的
態
度
の
二
つ
の
モ
デ
ル
〉

「
政
治
的
態
度
」
が
直
接
観
察
可
能
な
実
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、

的
構
成
概
念
と
し
て
設
定
さ
れ
る
以
上
、
や
や
も
す
れ
ば
、
仮
定
さ
れ
る
妥

素
が
思
弁
的
な
も
の
に
陥
る
危
険
が
生
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
的
態
度

に
つ
い
て
、
構
成
さ
れ
る
構
造
図
式
は
、
常
げ
い
、
観
察
さ
れ
た
諸
事
実
と
の

照
応
に
お
い
て
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
政
治
的
態
度

の
モ
デ
ル
設
定
は
、
全
く
両
極
端
の
二
方
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
そ

の
一
は
、

も
っ
ぱ
ら
「
研
究
者
の
洞
察
」

に
依
存
す
る
「
了
解
モ
デ
ル
」

そ
の
二
は
、
「
事
実
の
世
界
に
お
け
る
確
率
」
に
よ
る

証
明
に
依
存
す
る
「
暗
函
モ
デ
ル
」
的
分
析
法
で
あ
る
。
比
較
的
に
い
え

ば
、
前
者
の
方
法
は
、
政
治
行
動
の
心
理
学
的
説
明
に
対
し
て
、
後
者
の
方

的
分
析
法
で
あ
り
、

法
は
、
各
種
の
政
治
状
況
や
争
点
に
晒
さ
れ
た
結
果
生
ず
る
心
理
学
的
結
果

(
8〉

の
予
測
に
、
主
た
る
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
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8

)

政
治
学
な
い
し
、
政
治
行
動
論
の
各
種
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
説

明
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
便
利
で
あ
る
。

m
Z
R汁
(

い

Zω
ゆ

U
吋

ZHν
円。同
)
2
ω
Z
L山
、
。
町
宮
E
E
E
U
出
m
G
2

5hF∞
・
り
・
開
・
回
ロ
円
7
u
ご
吋
}
戸
。
∞
宮
《
同
〕
『

C
『

司

D
-
5
2
-
切。

r
E
ι
2
H門抽

出
三
円

E
E
C
P
呂
町
∞
・

京
極
統
一
、
「
現
代
政
治
学
の
問
題
と
方
法
」
、
年
報
・
社
会
心
理

学
、
一
九
六
一
年
、
効
草
書
一
房
。

永
井
陽
之
助
編
・
現
代
政
治
学
入
門
、
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
O

E
2ロN
何
己
p
c
u

、H
Y
巾
回
目
「
虫
、
5
5
-
旬
開
門
出
己
主

5
=
5
司乙
E
n♂
H
N
m
w
-

E

O

B

巴
c
c
m
m
w
3
8
.

4

タ

の

見
5
2
5白
p
m
c口』丸山口一
g
n
2ロ仏国
U
C
Z
2
2
一
吋
Z
c
q
u
P
E
E

r円五
m
m
Cロ
2
・

H
U

円E
F
E
E
-
(邦
訳
あ
り
)

〈
了
解
モ
デ
ル
的
方
法
〉

」
の
方
法
は
、
仮
説
と
記
述
と
範
型
の
三
つ
の
特
性
を
兼
ね
も
ち
、
研
究

者
は
、
行
動
主
体
の
内
心
に
お
け
る
動
機
づ
け
に
即
し
て
政
治
事
象
を
説
明

す
る
モ
デ
ル
を
造
型
し
、
そ
れ
に
よ
る
行
動
領
域
の
予
測
を
提
言
す
る
o

他

政治的態度の測定

方
、
消
費
者
は
、
自
己
省
察
な
い
し
実
感
に
照
し
て
、
そ
の
モ
デ
ル
を
了
解

す
る
。
こ
の
方
法
に
あ
っ
て
は
、
概
念
と
現
実
と
の
対
応
関
係
は
、
研
究
者

の
洞
察
と
明
証
に
よ
る
指
標
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
精
神
分
析

学
の
手
法
を
活
用
し
、
深
層
的
な
面
接
法
に
よ
っ
て
、
個
人
の
心
理
的
パ
タ

ー
ン
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
方
法
は
、
こ
れ
に
属
す
る
。

た
し
か
に
、
自
己
観
察
や
内
省
、
他
人
に
つ
い
て
の
洞
察
か
ら
得
ら
れ
た

知
識
に
基
づ
い
て
、
他
人
の
心
の
動
き
を
直
観
的
に
見
透
そ
う
と
す
る
試
み

は
、
し
ば
し
ば
、
驚
く
ほ
ど
鋭
く
正
確
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ

れ
に
、
広
い
経
験
や
人
間
へ
の
興
味
に
基
づ
く
こ
の
種
の
洞
察
は
、
実
践
家

に
と
っ
て
非
常
に
価
値
あ
る
資
質
で
あ
り
、
有
用
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

の
モ
デ
ル
の
「
正
し
さ
」
は
、
研
究
者
の
説
得
と
消
費
者
の
納
得
と
に
極
度

に
依
存
す
る
。
実
際
、
こ
の
方
法
は
、
説
明
よ
り
も
了
解
を
め
ざ
し
て
お

り
、
し
た
が
っ
て
、
証
明
よ
り
も
信
念
の
形
で
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
こ
の
方
法
が
有
す
る
実
践
的
機
能
の
性
絡
と
限

界
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
9
)

こ
の
系
列
に
は
、

M
・
ウ
エ

l
パ
l
の
「
理
念
型
」
、
マ
ソ
ハ
イ
ム

の
「
知
識
社
会
学
」
、
ブ
ロ
イ
ト
の
「
精
神
分
析
学
」
、

D
・
リ
i
ス
マ

ン
や

E
・
フ
ロ
ム
の
「
性
格
構
造
の
類
型
学
」
が
属
す
る
。

最
近
の
興
味
深
い
研
究
と
し
て
は
、

同
州

Dゲ
巾

ユ

』

-
F
H
h
g
ロ
U

J

ヘC
E
r
ロロ
L
E
E
D『
ア
-
ロ
〉
己
白
ロ
わ
口
一

zs-

∞
冨
任
命
ωω
・
同
・
ゎ
-
C
-
E
G
M
-

閉
山

crm
ユ

H
W
-

「
出
口
P
句

czzn主
同
《
凶

mc-cm〕
子
町
同
O
O
M
V円

2
p

岡
山

g
N・

我
が
国
に
お
け
る
優
れ
た
業
績
と
し
て
は
、

丸
山
真
男
氏
ら
に
よ
る
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
研
究
、
思
想
の
科
学
研

究
会
に
よ
る
「
転
向
」
の
研
究
な
と
が
あ
る
。
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料

八
時
函
モ
デ
ル
的
方
法
〉

こ
れ
に
対
し
て
「
暗
函
モ
デ
ル
」
は
、
測
度
を
も
っ
モ
デ
ル
と
い
う
こ
と

資

が
で
き
る
。
こ
の
方
法
が
個
人
の
政
治
的
態
度
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、

個
人
の
生
活
体
、
社
会
的
影
響
、
文
化
、
社
会
構
造
な
ど
を
独
立
変
数
と

し
、
政
治
行
動
を
従
属
変
数
と
し
、
政
治
的
態
度
を
媒
介
変
数
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
迂
図
的
に
、
政
治
的
態
度
の
構
造
を
量
的
に
測
定
し
よ
う
と
試

み
る
方
法
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
質
問
紙
を
利
用
し
、
そ
の
結
果
を
統
計

的
に
処
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
量
観
察
的
に
、
被
験
者
集
団
の
特
性
を

析
出
す
る
方
法
は
、
こ
れ
に
属
す
る
。

こ
の
モ
デ
ル
の
「
正
し
さ
」
は
、
事
J

笑
の
世
界
に
お
け
る
証
明
に
基
礎
を

お
く
が
、
暗
函
を
外
部
か
ら
完
全
に
は
知
り
得
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
か

ら
、
そ
の
証
明
は
確
率
に
よ
る
記
述
で
あ
り
、
仮
説
と
し
て
提
出
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
方
法
の
主
要
関
心
は
、
な
に
よ
り
も
、
有
効
な
行
動
の
制
禦

に
必
要
な
信
頼
性
の
あ
る
情
報
の
獲
得
と
そ
の
処
理
、
そ
の
た
め
の
理
論
的

モ
デ
ル
設
定
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
日
)
こ
の
系
列
に
属
す
る
も
の
は
、
現
代
の
「
行
動
科
学
」
、
ォ
ベ
レ

I

シ
ヨ
ン
・
リ
サ
ー
チ
、
ゲ
1

ム
の
理
論
、
意
思
決
定
モ
デ
ル
な
ど
で
あ

る
。
そ
れ
ら
を
政
治
研
究
に
適
用
し
た
一
般
的
な
も
の
は
、
政
治
体
制

論
の
模
型
に
お
い
て
、

ロ
-HwggDU
〉

]
1
2
2
9
J
d
H
r
r門
司

C}Eg}
〉
口
白

-vdFHV「
巾
己
門
戸
円
巾

Fw一一・

5
2・

附ハ・ロ

E
Z口
}

H

U

H

，

7巾

Z
司
〈
2
0

向。0
2
2
5
2
7
明，

E
角
川
匂
円
。
出
回
申

8
.

投
票
行
動
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
、

同
・
閃
・

H
A
m
ロ
o
h
T
G
E
E
S
-
F
F
p
w
明
同
巾
同
町
見
出

H
申
印
申
・

我
が
国
に
お
い
て
は
、
二
、
三
の
態
度
調
査
研
究
や
多
く
の
投
禁
行

動
の
研
究
が
こ
の
系
列
に
属
す
る
。

〈
暗
函
モ
デ
ル
的
方
法
の
操
作
性
〉

こ
の
方
法
は
二
重
の
意
味
で
、
操
作
主
義
的
性
格
を
も
っ
。
そ
の
一
は
、

研
究
者
の
課
題
関
心
な
い
し
仮
説
と
見
出
さ
れ
る
結
果
と
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
を
実
践
的
提
言
に
よ
っ
て
循
環
さ
せ
、
政
治
社
会
に
対
し
て
戦
略
的
観
点

を
設
定
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
操
作
的
で
あ
る
。
云
い
換
え
れ
ば
、

こ
の
方
法
は
、
「
政
策
学
」
か
一
分
岐
の
役
割
を
担
う
の
で
あ
る
。
そ
の
二

は
、
測
定
可
能
な
も
の
に
限
定
す
る
「
実
験
」
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
点
で
操
作
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
の
意
味
で
の
操
作
主
義
と

は
、
す
べ
て
の
一
般
化
に
含
ま
れ
る
資
料
を
、
統
計
学
的
見
地
か
ら
す
る
証

明
と
い
っ
た
簡
単
な
テ
久
ト
に
附
す
る
思
考
習
慣
な
の
で
あ
る
。

戦
後
、
我
が
国
に
お
い
て
、
こ
の
方
法
に
よ
る
調
査
研
究
は
、
投
票
行
動

や
態
度
研
究
の
領
域
で
い
く
つ
か
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、

右
の
二
つ
の
観
点
か
ら
短
い
評
釈
を
加
え
て
お
く
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。
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政
治
行
動
論
一
段
と
政
策
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

国
R
O
E
-
。
・
戸
山
田
ョ
。
一
一
-

J

門
}
戸
。
〉
ロ
何
回
一
ヨ
討
中
町
可
c
t
t
g一
切
E
5
2
C円-

H
N
C
Z己
m
L
m
m
H
Z
∞
-
吋
「
ぬ
可
。
一
円
以
「
∞
円
一

2
3・
∞
円
山
口
『

O
L
d
-
M
ν
・

3
臼
・

、吋

70
司戸

Z
2
0『
司

o
r
c
s
-
∞
E
巾ロ

2
・
〉
円

y
q
g
p
g∞
ω
・

ロ
25-
円

2
5円
邑
・

H
，
y
m
Z
E
u
s
z
g
Eロ
m
c
h
H
Z

∞onE-

m
n
W
5
2
ζ
立
会
ロ
コ
切

g
F
3
3・

〈
実
験
的
観
点
か
ら
の
評
釈
〉

暗
函
モ
デ
ル
的
方
法
に
よ
る
調
査
研
究
が
一
つ
の
「
実
験
」
で
あ
る
と
い

う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
わ
が
国
に
お
け
る
従
来
の
諸
研
究
は
、
外
国
で
開
発

さ
れ
た
手
法
や
用
具
が
、
日
本
社
会
に
も
適
用
可
能
か
ど
う
か
の
関
心
の
も

た
と
え
ば
、
態
度
研
究
の
領
域
で
は
、

研
究
者
の
努
力
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
統
計
的
に
析
出
さ
れ
る
因
子
の
解
釈
、
命

名
に
向
け
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
実
験
」
に
あ
た
っ
て
の
第

と
に
行
わ
れ
て
き
た
。

そ
の
際
、

一
要
項
l
使
用
さ
れ
る
用
具
の
性
質
、
用
具
と
対
象
と
の
親
和
関
係
l
に
関

す
る
充
分
な
検
討
は
、
し
ば
し
ば
看
過
さ
れ
、
さ
ら
に
、
数
学
的
な
相
関
と

政治的態度の測定

結
果
の
説
明
を
混
同
す
る
初
歩
的
な
誤
り
を
お
か
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
欠
陥
は
、
研
究
者
自
身
の
調
査
研
究
に
対
す
る
関
心
の
持
ち
方
、
す
な

わ
ち
、
そ
の
実
践
的
効
用
に
つ
い
て
の
判
断
と
関
係
す
る
。
た
と
え
ば
、
こ

の
方
法
を
利
用
す
る
研
究
領
域
で
最
も
盛
ん
な
投
票
行
動
の
調
査
は
、
そ
の

最
も
顕
著
な
事
例
と
い
え
よ
う
。
そ
の
場
合
の
中
心
テ
l

マ
は
、
日
本
に
お

け
る
政
党
支
持
の
分
布
、
政
党
支
持
の
理
由
、
支
持
変
化
の
要
因
な
ど
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
誰
が
ど
の
よ
う
に
投
票
す
る
か
」
が
、
第
一
問
題
で
あ

し
か
し
、
こ
の
間
い
は
、
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
投
票
す
る
の
か
」
の

つ
よ
た
。

聞
い
に
対
し
て
解
答
が
与
え
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
興
味
あ
る
も
の
と
な

る
。
実
際
、
政
党
支
持
と
社
会
的
諸
特
性
と
の
問
に
存
在
す
る
強
い
相
関
関

係
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
見
知
ら
ぬ
調

査
者
に
よ
っ
て
、
「
あ
な
た
は
、
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
に
投
票
し
た
の
か
」
と

問
わ
れ
た
時
、
そ
れ
に
対
す
る
短
い
解
答
は
、
極
端
に
合
理
化
さ
れ
た
り
、

単
純
化
さ
れ
た
り
す
る
か
ら
、
動
機
に
つ
い
て
の
解
答
に
は
か
な
り
の
留
保

が
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
投
票
行
動
の
研
究
は
、
そ
の
行
為
の

単
純
さ
と
過
程
の
複
雑
さ
の
対
照
を
如
何
に
説
明
し
う
る
か
を
中
心
テ
1
7

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、

研
究
者
の
関
心
が
、

さ
し
あ
た
っ

て
、
理
解
や
説
明
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
現
実
に
対
す
る
説
得
や
非
難
に
あ
る

場
合
に
は
、
方
法
論
的
な
検
討
が
往
々
看
過
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
ロ
〉
た
と
え
ば
、
強
山
政
道
編
、
「
総
選
挙
の
実
態
」
一
九
五
五
年
、
岩

波
書
信
、
に
は
じ
ま
る
ほ
と
ん
ど
の
投
票
行
動
の
研
究
。

〈
政
策
学
的
観
点
か
ら
の
評
釈
〉

暗
函
モ
デ
ル
的
方
法
の
実
践
的
機
能
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
了
解
モ
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料

デ
ル
的
方
法
に
お
け
る
研
究
者
の
「
先
入
見
」
と
同
様
、
研
究
者
の
実
践
的

資

課
題
関
心
に
よ
っ
て
、
研
究
内
容
に
か
な
り
の
偏
向
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
研

究
法
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
実
践
的
機
能
の
性
格
は
、
仮
説
の
設
定
の
仕
方
や

結
果
の
解
釈
の
仕
方
に
反
映
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
研
究
者
の
政
治
社
会
に

対
す
る
何
ら
か
の
規
範
的
理
論
を
基
礎
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
調
査
に
あ
っ
て
は
、
潜
在
的
に
、
質
問
肢
、
尺
度
、
因
子
の
命
名
な
ど

に
表
わ
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
従
来
の
諸
研
究
に
現
わ
れ
た
そ
れ
ら
を
通
覧
し

て
み
る
と
、
研
究
者
の
理
論
的
前
提
は
、
大
方
、
台
典
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理

論
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
従
来
の
投
票
行
動
の
調

査
研
究
に
共
通
す
る
特
徴
は
、
そ
れ
ら
が
、
大
方
、
選
挙
民
の
開
明
度
の
調

査
で
あ
っ
た
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
結
果
的
に
は
、
有
権
者
層
の
も
つ
情
報

接
近
度
の
分
析
と
な
り
、
そ
れ
は
、
結
局
、
学
歴
、
階
層
、
職
業
な
ど
の
単

純
な
因
子
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
吋
ま
た
、
態
度
研
究
に
あ
っ
て

は
、
設
定
さ
れ
る
尺
度
は
、
経
験
的
に
検
証
を
求
め
ら
れ
る
発
見
的
仮
説
と

し
て
勺
は
な
く
、
研
究
者
の
主
観
的
な
課
題
関
心
か
ら
任
意
的
に
選
択
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
、
当
然
の
前
提
の
ご
と
く
設
定
さ
れ
る
「
庶
民

的
」
、
「
区
民
的
」
、
「
市
民
的
」
、
「
大
衆
的
」
、
「
前
衛
的
」
と
い
っ
た
系
列
、

あ
る
い
は
、
「
家
父
長
制
度
的
封
建
的
」
、
「
大
衆
社
会
的
」
、
「
社
会
主
義
的
」

と
い
っ
た
系
列
か
ら
な
る
因
子
群
は
、

一
つ
の
状
況
規
定
で
あ
り
、
研
究
者

の
価
値
関
心
か
ら
論
理
的
に
設
定
さ
れ
た
因
子
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
、

当
然
の
前
提
で
あ
り
う
る
の
は
、
た
だ
研
究
者
自
身
の
課
題
関
心
や
「
先
入

見
」
に
と
っ
て
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
基
準
な
い
し
尺
度

に
基
づ
く
測
定
か
ら
は
、
啓
蒙
主
義
的
な
い
し
開
明
主
義
的
結
論
し
か
導
き

出
さ
れ
な
い
。
こ
の
理
由
の
一
半
は
、
次
の
点
に
あ
る
。
こ
の
径
の
研
究
の

特
徴
は
、
古
典
的
民
主
主
義
の
規
範
的
理
論
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
た

「
典
型
的
市
民
」
な
い
し
、
「
前
衛
的
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
研
究

の
価
値
を
正
統
化
し
よ
う
と
す
る
性
癖
か
ら
規
範
化
さ
れ
る
「
態
度
」
を
一

応
の
基
準
と
し
、
被
験
者
に
つ
い
て
、
そ
の
基
準
か
ら
の
距
離
を
測
定
す
る

こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
種
の
規
範
的
理
論
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
が

打
ち
壊
そ
う
と
努
め
る
在
来
的
な
生
活
様
式
の
否
定
的
記
述
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
、
一
種
の
黙
示
録
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
わ
が
国
に

お
け
る
従
来
の
調
査
研
究
は
、
た
し
か
に
、
日
本
社
会
に
含
ま
れ
る
「
封
建

的
」
な
い
し
「
古
い
」
要
素
を
析
出
し
、
そ
れ
ら
を
論
難
す
る
目
的
に
は
役

割
を
果
し
て
き
た
o

し
か
し
、
そ
の
理
論
は
、
現
実
の
制
度
の
運
行
に
関
す

る
洞
察
と
、
政
治
的
技
能
の
必
要
に
関
す
る
認
識
を
欠
い
て
い
た
か
ら
、
仮

説
的
前
提
と
見
出
さ
れ
る
結
果
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
は
、
む
な
し
い
啓
蒙
主

義
に
よ
っ
て
循
環
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
日
)

従
来
の
投
票
行
動
の
研
究
に
お
け
る
欠
陥
を
是
正
す
る
た
め
に
、
選
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挙
民
の
「
開
明
度
」
を
表
わ
す
因
子
だ
け
で
は
な
く
、
「
選
挙
制
度
観
」

と
い
う
要
素
を
入
れ
て
行
っ
た
、
わ
れ
わ
れ
の
調
査
研
究
を
参
照
。

公
明
選
挙
常
時
啓
発
事
業
効
果
測
定
に
関
す
る
報
告
書
、
昭
和
三
十

九
年
、
北
海
道
選
挙
管
理
委
員
会
。

(
U
)

日
本
に
お
け
る
政
治
行
動
論
の
概
要
に
つ
い
て
。

京
極
統
一
、
「
日
本
に
お
け
る
政
治
行
動
論
」
政
治
学
会
年
報
、

九
六
一
一
年
、
山
行
波
事
円
前
。

〈
了
解
的
方
法
と
暗
函
的
方
法
の
架
稿
〉

も
っ
と
も
、

れ
ら
い
ず
れ
の
場
合
の
欠
陥
や
偏
向
も
、

あ
る
意
味
で

は
、
日
本
に
お
け
る
研
究
史
上
の
創
始
的
困
難
に
よ
る
と
い
う
べ
き
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
、
科
学
的
観
点
か
ら
は
、
そ
れ
ら
が
克
服
さ
れ

る
べ
き
諸
点
で
あ
る
こ
と
に
も
疑
い
を
い
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
わ
れ
わ
れ

は
、
了
解
モ
デ
ル
的
方
法
と
、
陪
函
モ
デ
ル
的
方
法
と
を
架
橋
す
る
方
法
の

開
発
を
試
み
よ
う
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
通
常
の
操
作
的
方
法
に
お
い
て
は
、

空
虚
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
た
暗
函
の
内
容
に
関
し
て
、
検
証
可
能
な
仮
説

政治的態度の測定

の
設
定
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
主
要
関
心
は
、

さ
し
あ
た
っ
て
、
有
効
な
行
動
の
制
禦
な
い
し
、
説
得
や
論
難
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
理
解
や
説
明
に
あ
り
、
そ
の
系
と
し
て
、
政
治
的
態
度
に
関
し
て

現
在
、
実
践
家
や
研
究
者
に
よ
っ
て
い
だ
か
れ
て
い
る
既
成
の
観
念
の
妥
当

性
を
評
価
さ
ぜ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

〈
幾
つ
か
の
留
保
〉

こ
の
試
み
の
た
め
の
手
掛
り
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
以
下
ロ
ヨ
2
月
「
の

方
法
と

O
品
S
L
の
方
法
を
検
討
す
る
o

し
か
し
、
こ
の
論
稿
に
お
い
て
扱

う
問
題
に
は
限
界
が
あ
る
。
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
成
立
す
る
モ
デ
ル
で

あ
れ
、
そ
の
そ
テ
ル
の
「
正
し
さ
」
、
し
た
が
っ
て
、
「
信
頼
性
」
と
「
妥
お

性
」
は
、
か
な
り
の
程
度
、
技
術
的
問
題
の
処
理
に
依
存
す
る
。
了
解
モ
デ

ル
的
方
法
の
場
合
に
は
、
面
後
に
お
け
る
ラ
ポ
l
ト
の
問
題
、
い
わ
ゆ
る

〈
同
)

一E
2
5聞
き
子
同
一
戸
内
子
一
円
仏
の
ど
の
問
題
が
、
結
果
の
「
正
し
さ
」
に
対
し

て
非
常
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
操
作
的
方
法
の
場
合
に
は
、
結
果
の

「
信
頼
性
」
や
「
妥
当
性
」
は
、
十
ン
プ
リ
ン
グ
の
方
法
、
質
問
紙
の
作
製
、

統
計
的
処
理
の
方
法
な
ど
に
極
度
に
依
存
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
問
題

は
、
こ
の
論
稿
に
お
い
て
は
、
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が

以
下
扱
う
の
は
、
両
者
に
つ
い
て
、
研
究
の
抱
負
、
暗
函
の
内
容
に
関
す
る

理
論
、
そ
の
測
定
法
と
測
定
的
観
点
か
ら
の
再
定
義
、
測
定
結
果
の
解
釈
と

そ
の
検
証
、
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。

政
治
的
態
度
の
「
測
定
」
と
い
っ
た
、
操
作
的
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
調
査

研
究
を
紹
介
す
る
場
合
に
は
、
も
う
一
つ
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
通
常
、

こ
の
種
の
説
明
は
、
し
ば
し
ば
、
技
術
的
専
門
語
の
氾
濫
に
悩
ま
さ
れ
る
。
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ギi

そ
の
た
め
、
こ
の
種
の
説
明
が
読
み
と
ば
さ
れ
、
仮
説
と
し
て
提
出
さ
れ
る

結
論
の
み
が
、
明
白
な
事
実
と
し
て
せ
っ
か
ち
に
受
け
と
ら
れ
る
。
わ
れ
わ

資

れ
は
、
こ
の
欠
陥
を
避
け
る
た
め
、
消
費
抵
抗
を
緩
和
し
、
で
き
る
だ
け

日
常
的
な
理
解
能
力
に
お
い
て
消
化
し
う
る
内
容
へ
翻
訳
す
る
こ
と
を
心
掛

け
た
。

(
日
)

吋
}
足
。
牛
C
5
H
N
g
r
u
H
h
H
印芯

2
2
m
垣
ユ
「
門
}
同
巾
吋
}
出
円
《
】
肘
mw
口

同

市

VAR--

ロ
凶
〈
年
初
戸
内
∞
ヨ
mHf
吋
『
角
川

m
o
n
目。
-cm可
C
『
任
命

E
Z
2可
ヌ
百
〉
「
己
目

ロハ山内

5
8
向
。
門
戸
刊
7
え

噌

ロ

D
G
r
-
E
m
q
W
5
2・

(
日
山
)
初
歩
的
な
解
説
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
便
利
で
あ
る
。

高
木
貞
二
編
、
心
理
学
に
お
け
る
数
量
化
の
研
究
、
一
九
五
五
年
、

東
大
出
版
会
。

二
一
好
稔
編
、
心
理
学
と
図
子
分
析
、
昭
和
三
十
七
年
、
誠
信
書
房
。

池
田
一
点
・
百
回
春
彦
、

信
書
房
。

清
水
利
信
編
、
悶
子
分
析
法
、
昭
和
三
十
五
年
、
日
本
文
化
科
学
社
。

西
平
重
喜
編
、
統
計
調
査
法
、
培
風
館
、
一
九
五
七
年
。

マ
ス
コ
ミ
統
計
学
、
昭
和
三
十
七
年
、
被

同

何
百

2nr
の
方
法

〈
開
吋
血
恒
国

-nr
の
問
題
〉

英
国
人
は
、
日
常
、
保
守
的
な
人
は
保
守
党
に
、
革
新
的
な
人
は
革
新
政

党
に
投
票
す
る
で
あ
る
う
と
い
う
仮
説
に
基
づ
い
て
、
人
々
の
政
治
行
動
を

議
論
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
、
か
れ
ら
が
、
経
験
的
に
、
人
々
の
社
会

的
背
景
(
階
級
、
教
育
、
宗
教
:
・
・
)
と
投
票
行
動
と
の
問
に
か
な
り
高
い

程
度
の
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
の
思

考
法
は
、
〉
(
山
口
百
円
。
(
-
z
z
c
E
5
0
5
)
l
v
(い(口
0
5
2
5
E
n
g
ι
E
C
E
)

の
直
接
的
関
係
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
他
方
、
諸
々
の
争
点
に
つ
い
て
の
意

見
調
査
の
結
果
、
異
な
っ
た
政
党
に
対
す
る
支
持
者
集
団
の
聞
に
、
反
応
に

つ
い
て
の
な
ん
ら
か
の
異
な
っ
た
パ
タ
ー
ン
、
か
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら

に
、
人
々
が
目
の
前
の
実
際
の
政
策
よ
り
も
党
の
レ
ッ
テ
ル
に
反
応
す
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
今
、
こ
の
二
つ
の
経
験
が
結
び
合
わ
さ
れ
る
と
、

あ
る
人
の
社
会
学
的
属
性
と
彼
の
投
票
行
動
と
の
聞
を
「
な
に
か
」
が
媒

介
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
に
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人

々
の
政
治
行
動
は
、
単
に
A
1
v
C
の
直
接
的
な
関
係
で
は
な
く
、
直
接
に

は
観
察
で
き
な
い

(
X
)
が
媒
介
機
能
を
営
ん
で
い
る
A
↓

(
X
)
l
v
C
と
し

て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
々
の
あ
れ
や
こ
れ
や
の
態
度
が
言
及
さ
れ
る
場

合
に
は
、
個
々
の
態
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
切
り
離
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
は
な

く
、
あ
る
穫
の
パ
タ
ー
ン
局
、
構
造
の
中
に
他
の
諸
態
度
と
緊
密
に
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
る
。
あ
る
人
が
「
社
会
主
義
者
」
あ
る
い
は
「
保
守
主
義
者
」
で

あ
る
の
は
、
か
れ
が
、
ま
さ
に
、
あ
る
特
定
の
争
点
に
つ
い
て
特
殊
な
意
見
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を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
多
く
の
異
な
っ
た
争
点
に
つ
い
て
の
見
解

や
意
見
が
、
あ
る
一
定
の
パ
タ
ー
ン
を
形
造
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
異
な
っ
た
諸
態
度
の
聞
に
、
あ
る
種
の
相
関
関
係
の
パ
タ
ー
ン

が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
常
識
的
見
解
は
、
経
験
的
に
検
証
さ
れ
う
る

で
あ
ろ
う
か
。
♂
、
凹

g会
の
問
題
は
、
各
種
の
意
見
調
査
か
ら
得
ら
れ
る
結

果
を
、
な
ん
ら
か
の
一
貫
し
た
整
合
的
体
系
へ
統
合
す
る
試
み
か
ら
始
ま

る。(
1
〉
開
可
凹
巾
口
口
}
内
の
方
法
に
関
す
る
紹
介
は
、
次
の
著
作
に
よ
っ
て
い
る
。

国・]・何日言。ロロ
r
一、吋
7
0
阿
川

ω山
吉
プ

c-c四一可
O
『

阿

川

c
t
z
n町一閉山
C

己
-
a
m
p
s
-
-

∞命日。山口内
H
Z
C
E
m
E
Zロ
司
邸
玄
r
c一cm》

J
F口
mcF2・

5
可
・
(
邦
訳
あ
り
)

d
z
m
白
ロ
仏
〉
「

5
2
0同
司

ζ
円

yoreJ
司

g
m
c
F
P

呂
田
・
(
邦
訳
あ
り
)

〈
擬
似
問
題
〉

従
来
、
こ
の
(

X

)

が
な
ん
で
あ
る
か
に
関
し
て
、
多
く
の
記
述
は
あ

政治的態度の測定

っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
の
理
論
と
測
定
法
が
欠
け
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
人
々
の
思
考
を
混
乱
さ
せ
る
多
く
の
擬
似
問
題
を
生
み
出

し
て
き
た
。
通
常
、
政
治
研
究
者
は
、
精
神
状
態
の
一
言
語
的
表
現
と
身
体
的

行
為
の
形
で
示
さ
れ
る
実
際
の
行
為
と
の
関
係
に
関
心
を
示
し
、
「
行
為
は

一
言
葉
よ
り
も
多
く
を
語
る
」
の
前
提
か
ら
、
人
々
の
態
度
を
知
る
手
掛
り
と

し
て
、
一
言
葉
よ
り
行
為
に
頼
る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
抱
い
て
き

た
。
た
し
か
に
、
人
々
が
本
当
の
態
度
を
ご
ま
か
す
の
に
、
実
は
懐
い
て
も

い
な
い
意
見
を
述
べ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
様
、

外
面
的
行
為
か
ら
誤
っ
た
結
論
を
ひ
き
だ
す
危
険
も
、
そ
れ
よ
り
少
な
い
と

は
い
え
な
い
。
実
際
、
常
識
的
レ
ベ
ル
で
み
た
場
合
、
言
葉
に
よ
る
に
せ

ょ
、
行
為
に
よ
る
に
せ
よ
、
態
度
の
表
明
に
は
、
そ
れ
が
な
さ
れ
る
具
体
的

状
況
の
重
要
性
が
極
度
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行

動
を
扱
う
場
合
に
は
、
態
度
に
つ
い
て
の
知
識
だ
け
で
は
充
分
で
な
く
、
他

の
要
因
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、

体
、
態
度
の
性
質
は
何
か
、
態
度
と
外
面
的
行
動
(
言
語
に
よ
る
に
せ
よ
行

為
で
あ
れ
〉
と
を
結
び
つ
け
る
一
般
公
式
は
な
に
か
、
に
つ
い
て
の
研
究
を

も
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
何
万
g
c
r
は
、
態
度
の
特
性
や
属
性
を
、
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
や
「
習
慣
」
と
の
機
能
上
の
類
比
に
お
い
て
検
討
す
る
。

〈
ス
テ
レ
オ
・
タ
イ
プ
と
態
度
〉

当
ω
一
円
。
門
戸
一
宅
自
白
ロ
は
、
精
神
過
程
の
融
通
の
き
か
な
い
性
質
に
着
目
し

て
、
経
験
し
た
事
柄
を
固
定
的
な
型
に
は
め
こ
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
態
度
や

観
念
の
領
域
に
、

ス
テ
レ
オ
・
タ
イ
プ
と
い
う
周
一
訟
を
適
用
し
た
。
「
わ
れ

わ
れ
は
、
大
方
、
ま
ず
見
ず
し
て
決
め
て
か
か
っ
て
、
そ
し
て
後
に
見
る
の
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f千

で
あ
る
。
錯
雑
し
た
複
雑
な
外
界
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
文
化
に
よ
っ
て
わ
れ

資

わ
れ
に
定
め
ら
れ
て
き
た
も
の
を
と
り
出
す
。
人
々
は
、
文
化
が
枠
ぎ
め
し

ヘ
2
)

た
形
式

(
2
0
5
2弓
丘
沙
門
HHd)

で
も
の
を
知
覚
す
る
傾
向
が
あ
る
。
」

」
う
い
っ
た
固
定
的
な
型
に
は
め
て
進
め
ら
れ
る
思
考
傾
向
に
は
、
認
知

と
現
実
と
の
嘉
離
と
い
う
危
険
を
伴
う
が
、
向
時
に
、
い
く
つ
か
の
利
点
を

も
っ
て
い
る
。
複
雑
、
独
自
的
な
状
況
に
対
し
て
、
独
自
の
判
断
に
立
っ
て

で
は
な
く
、
既
成
の
判
断
枠
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ

の
思
考
経
済
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
o

ま
た
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
、
外
部
か

ら
の
刺
激
を
整
序
す
る
枠
組
み
と
し
て
機
能
す
る
か
ら
、
新
し
い
経
験
の
侵

入
に
対
し
て
は
、
防
衛
的
機
制
と
し
て
働
き
、
外
界
に
対
し
て
、
常
に
、
あ

る
程
度
一
貫
し
た
像
を
示
し
て
く
れ
る
。
さ
ら
に
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
、

社
会
や
集
団
の
成
員
に
よ
っ
て
共
通
に
共
有
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
か

ら
、
成
員
聞
の
意
志
の
疎
通
を
円
滑
に
し
、
社
会
集
団
維
持
の
た
め
の
機
制

と
し
て
も
機
能
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ス
テ
レ
オ
・
タ
イ
プ
は
、
態
度
の
機
能
的
側
面
に
着

目
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
態
度
は
、
そ
の
ス
テ
レ

オ
・
タ
イ
プ
的
機
能
に
よ
っ
て
、
新
し
い
事
実
や
新
し
い
経
験
に
対
す
る
わ

れ
わ
れ
の
反
応
の
仕
方
(
月
与
を
決
定
づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
問
題
を
あ

ら
か
じ
め
即
断
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
態
度
は
、
わ
れ
わ
れ
に
、
あ
る
組

織
化
さ
れ
た
判
断
の
枠
組
み
(
「

2
5
C
[
月「

2
2
2
)
を
与
え
、
知
覚
す
る

対
象
と
方
法
と
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
態
度
は
、
行
動
と
の
閲

係
で
い
え
ば
、
そ
れ
が
刺
激
さ
れ
、
覚
醒
さ
れ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
行
動
を

決
定
づ
け
る
に
至
る
心
的
習
慣

(
E
S
E
-
z
z
g
)
な
の
で
あ
る
。
こ
の
態

度
と
習
慣
と
の
機
能
上
の
類
似
性
か
ら
、
習
慣
に
つ
い
て
の
心
理
学
的
知
識

を
態
度
研
究
へ
適
用
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。

(
2
)

者ロ一百円、同℃日
V
B
E
u
H
J
H
r
一戸円。七
H
H
M
H
C
P
富山内
E
M
ニ
2
・
3
M
N・
(
邦
訳

あ
り
)

〈
習
慣
と
態
度
〉

一
般
に
、
刺
激
と
反
応
と
の
聞
の
関
係
(

X

)

に
つ
い
て
の
研
究
を
「
学

習
理
論
」
と
い
う
。
そ
れ
は
、
習
慣
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
二
つ
の
観
察
可
能

な
現
象
|
習
慣
形
成
に
導
く
先
行
諸
条
件
と
生
活
体
の
結
果
的
行
動
1

に
関

心
を
集
中
し
、
行
動
が
経
験
を
通
じ
て
変
更
加
減
さ
れ
う
る
と
い
う
事
実
の

(
7〉

説
明
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
同
日

3
2門
町
は
、
出
口
}
}
の
学
習
理
論
に
お
い

て
議
論
さ
れ
た
「
習
慣
」
の
概
念
と
、
態
度
概
念
と
の
対
応
関
係
を
細
部
に

わ
た
っ
て
検
討
し
、
次
の
よ
う
な
機
能
上
の
類
比
を
行
う
。
「
態
度
」
と
「
習

慣
」
と
は
、
共
に
、
①
中
枢
神
経
組
織
の
学
習
さ
れ
た
変
容
形
態
で
あ

る
。
②
直
接
に
は
観
察
で
き
な
い
、
行
動
へ
の
素
因
(
牛

3
0
2
5
2
)
で
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測
定
の
た
め
に
は
、
先
行
条
件
と
結
巣
行
動
と
の
連
関
を
必
要

と
す
る
、
仮
説
的
構
成
概
念
で
あ
る
。
④
、
あ
る
特
定
タ
イ
プ
の
行
為
を
喚

あ
る
。
③

起
す
る
た
め
に
は
、
充
分
で
は
な
い
が
必
要
な
条
件
で
、
補
強
効
果
(
自
主
目

2
3ヨ
gH)
か
ら
結
果
す
る
生
活
体
の
持
続
的
状
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
習
慣
」
と
い
う
用
語
は
、
人
々
を
行
動
へ
と
導
く
生
活
体
の

仮
説
的
状
態
よ
り
も
、
通
常
は
、
月
並
化
し
た
行
動
様
式
を
指
す
た
め
に
使

用
さ
れ
る
。
こ
の
用
語
法
上
の
混
乱
を
さ
け
る
た
め
、

同〕

E
g
n
r
は
国
己
一

の
定
式
を
採
用
す
る
o
Z己
-
は
、
仮
説
的
構
成
概
念
で
あ
る
「
習
慣
」
に

よ
っ
て
連
関
さ
れ
る
刺
激
反
応
の
関
係
を
、
印
国
間
に
よ
っ
て
表
わ
す
。

の
定
式
に
し
た
が
え
ば
、
「
能
度
」
は
、

あ
る
特
殊
な
出
国
国
に
す
ぎ
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
こ
の
定
式
の
採
用
に
よ
っ
て
、
学
習
理
論
の

知
識
を
態
度
の
機
能
に
関
す
る
検
討
に
適
用
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
最

も
重
要
な
発
見
は
、
人
聞
が
条
件
づ
け
ら
れ
る
当
の
対
象
が
、
あ
る
特
定
の

刺
激
や
反
応
に
対
し
て
で
は
な
く
、
刺
激
群
や
反
応
群
の
あ
る
種
の
総
体
に

対
し
て
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

」
れ
は
、
学
習
理
論
で
は
、
「
般

政治的態度の測定

化
」
(
問

2
2
ω
-
g
z
g
)
の
原
理
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
仮
説
の

導
入
に
よ
っ
て
、
態
度
が
、
人
間
の
行
為
や
言
語
行
動
を
決
定
づ
け
る
だ
け

で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
知
覚
す
る
対
象
物
や
そ
の
仕
方
、
そ
の
程
度
を
規
定

す
る
機
能
を
も
つ
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
3
)
ハリ

-
r
z
z一一w

H

V

口
口
丘
三
2

0
『回目一
E
H
J
d戸戸「・〉℃
1
2
2
H
l
n口三
C
3
J

E
8・
(
邦
訳
あ
り
)

〈
態
度
研
究
の
位
置
と
役
割
〉

以
上
の
過
程
で
、
「
態
度
」
と
「
ス
テ
レ
オ
・
タ
イ
プ
」
、
「
態
度
」
と
「
習

慣
」
と
の
対
応
関
係
か
ら
、
態
度
の
機
能
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ

は
、
同
時
に
、

政
治
行
動
研
究
に
お
け
る
態
度
研
究
の
位
置
な
い
し
役
割

あ
る
特
定
状
況
で
の
行
動
は
、
国
ニ
}
の
定
式
に
し
た

を
も
明
確
化
す
る
。

ヤ

」

が
っ
て
、
印
何
回
H
印
国
国
×
り
に
よ
っ
て
一
万
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
が
如

何
に
行
動
す
る
か
を
一
広
す
潜
在
的
反
応
喚
起
な
い
し
履
行
す
回
出
)
は
、
行
動

に
対
す
る
素
因
の
機
能
を
も
っ
習
慣
強
度
な
い
し
学
習
(
印
国
間
)
と
、
当
該

状
況
か
ら
生
ず
る
動
機
な
い
し
初
期
誘
因
の
強
度
(
豆
、
の
一
幽
数
と
し
て
表

わ
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
が
政
治
行
動
の
分
析
に
あ
る

限
り
、
態
度
研
究
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
っ
て
、
同
時
に
、
あ
る
特
定
状
況

で
働
い
て
い
る
誘
因
に
つ
い
て
も
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、

「
態
度
」
は
、
仮
説
的
構
成
概
念
で
あ
り
、
直
接
に
は
観
察
で
き
ず
、
た
だ

推
論
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
推
論
は
、
場
合

に
よ
っ
て
は
、
危
険
な
企
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
、
詳
細
な
分
析
を
必
要

と
す
る
。
も
し
も
、
わ
れ
わ
れ
が
、
態
度
(
的
民
間
)

の
測
定
を
試
み
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
、

動
機
的
条
件
(
ロ
)
に
よ
っ
て
必
然
的
に
影
響
を
受
け
て
い
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軍手

る
、
あ
る
種
の
外
的
反
応
(
印
何
回
)

を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

間
接
的

に
の
み
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

資

〈
態
度
パ
タ
ー
ン
の
表
象
〉

阿佐

mg会
は
、
一
方
で
、
態
度
概
念
の
た
め
の
確
固
と
し
た
理
論
的
基
礎

を
学
習
理
論
の
中
に
求
め
、
他
方
、
経
験
的
に
は
、
各
種
の
意
見
調
査
か
ら
、

こ
れ
ま
で
「
保
守
」
、
「
革
新
」
の
概
念
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
き
た
も
の
よ

り
も
よ
り
複
雑
な
、
あ
る
一
定
の
パ
タ
ー
ン
の
存
在
を
相
包
A
し
て
き
た
。
そ

こ
で
、
次
の
問
題
は
、
こ
の
存
在
を
想
定
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
の
性
質
は
な
に

か
、
い
か
な
る
方
法
で
ζ

れ
ら
の
パ
タ
ー
ン
を
発
見
で
き
る
か
、
で
あ
る
。

ま
ず
、
あ
る
一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
存
在
す
る
と
仮
定
さ
れ
た
場
合
、
い
か

な
る
方
法
で
そ
の
パ
タ
ー
ン
を
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

通
常
、
異
種
相
反
的
な
要
素
を
記
述
す
る
方
法
は
、
次
元
的
体
系

(LEg-

2
0口。
-
m
3
R
E
)
に
よ
る
。

英
国
人
は
、
日
常
、
人
々
の
政
治
的
態
度
に
つ

い
て
語
る
時
、
「
保
守
」
、
「
革
新
」
な
い
し
、
「
権
威
主
義
的
」
、
「
民
主
主
義

的
」
と
い
っ
た
評
価
基
準
を
利
用
す
る
。
こ
の
常
識
的
な
評
価
基
準
に
基
づ

い
て
、
現
実
に
英
国
社
会
に
存
在
す
る
主
要
な
政
治
諸
集
団

I
保
守
党
、
労

働
党
、
自
由
党
、
共
産
党
、
フ
ァ
シ
ス
ト
ー
を
記
述
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ

〔

4
〉

ら
の
基
準
は
二
次
元
を
構
成
す
る
。
何
百

gnr
は
、
こ
の
日
常
的
な
発
想
法

を
、
彼
の
態
度
測
定
に
採
用
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
伊
、
凹

gnr
が
、
こ
の
常
識
的
発
想
法
を
態
度
測
定
の
基
準
と
す

る
の
は
、
「
測
定
」
と
い
う
作
業
の
性
質
に
由
来
す
る
。
一
般
に
、
「
測
定
」

と
は

二
疋
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
、
対
象
に
数
値
を
割
り
当
て
る
こ
と
と

定
義
さ
れ
る
。
そ
の
作
業
は
、
結
局
、
日
常
的
な
現
象
の
観
察
か
ら
出
発
す

る
が
、
個
々
の
現
象
を
常
識
的
用
語
で
理
解
す
る
単
な
る
記
述
と
は
異
な
っ

て
、
あ
る
程
度
、
そ
の
常
識
的
理
解
を
統
一
単
純
化
し
、
当
の
個
々
の
現
象

を
包
含
す
る
広
い
一
般
的
な
法
則
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
何
百

gnr
は
、
こ
の
常
識
的
二
次
元
パ
F
l
ン
を
、
明
縫
な
市
中

実
と
し
て
で
は
な
く
、
発
見
的
な
仮
説
と
し
て
設
定
す
る
の
で
あ
る
。

/、、

4 
」ノ

造
さ
ま

ざ
ま

な
政
党
の
相
対

〈ー一一一一一一一・一一，一一ー・一一一一一一 〉 、l

(革新的)社会主| 保守党(保守的)厄
義者 | 置

・自由党 映
| し

i さ

(民量的) f 
4上
ム
Jーミ

態
度
の

構

(権威主義的)

ヲアシ

スト
共産党
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〈
モ
デ
ル
の
構
築
〉

次
に
、
そ
の
二
次
元
的
体
系
を
経
験
的
事
実
へ
時
間
訳
す
る
た
め
の
予
テ
ル

を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
こ
で
、

g
tロ
尖
は
、
諸
々
の
態
度

が
相
互
に
関
係
づ
け
を
も
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
な
ん
ら
か
の
階
層
的
体

系
に
整
序
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
、
と
い
う
事
実
に
着
目
す
る
。
態
度

が
な
ん
ら
か
の
階
層
的
構
造
な
い
し
配
列
を
有
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
、

〔

5
v

冨
n
u
c口
向
島
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
夕
、
問
。
ロ
nr

は
、
そ
の
組
織
体
な
い
し
構
造
を
四
段
階
か
ら
構
成
さ
れ
る
モ
デ
ル
で
考
え

る。

最
底
辺
の
レ
ベ
ル
は
、
相
互
に
関
係
づ
け
ら
れ
な
い
個
々
的
な
意
見

か
ら
な
り
、
そ
れ
ら
は
再
生
性
を
も
た
ず
、
し
た
が
っ
て
、
短
命
な
意
見
群

① 

第
二
の
レ
ベ
ル
は
、
気
ま
ぐ
れ
な
偶
然
の
変
化
を
こ
う
む
ら

な
い
、
比
較
的
一
貫
し
た
習
慣
的
意
見
群
か
ら
な
る
。
③

で
あ
る
。
②

第
三
の
レ
ベ
ル

は
、
同
一
の
争
点
に
つ
い
て
の
様
々
の
意
見
が
相
互
に
関
係
を
有
し
て
い

て
、
そ
れ
が
、
そ
の
争
点
に
対
す
る
態
度
を
規
定
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

政治的態度の測定

最
上
位
の
レ
ベ
ル
は
、
そ
れ
ら
の
態
度
自
体
が
相
互
に
関
係
を
有
し
て

(
6〉

い
て
、
超
態
度
な
い
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
形
成
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

④ 

こ
の
場
合
、

p
t
g兵
の
四
つ
の
レ
ベ
ル
に
関
す
る
定
義
は
、
完
全
に
、

相
関
関
係
と
い
う
経
験
的
帰
納
法
に
基
づ
い
て
い
る
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
諸
々
の
意
見
が
、
あ
る
仕
方
で
相
互
に
関
係
づ
け

ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
「
態
度
」
と
呼
び
、
そ
れ
ら
の
態
度
が
、
あ
る
仕
方

で
相
互
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
呼
ば
れ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
相
関
関
係
と
い
う
数
学
的
処
理
法
は
、
そ
の
性
質

上
、
算
術
的
な
い
し
代
数
的
で
あ
り
、
他
方
、
測
定
が
試
み
ら
れ
る
次
元
的

パ
タ
ー
ン
は
幾
何
学
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
コ
サ
イ
ン
」
の
数
学
的
約
束

が
使
用
さ
れ
、
相
関
係
数
が
次
元
体
系
へ
線
訳
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
5〕
♂

読

め

Dnr
の
「
態
度
」
概
念
は
、
巧

-prog四位一一の
a
R
E
D
E】巾ロコ

同口汁吋

O
P
E
Cロ
s
m
o
g
-
F
ヌ
E
C開
予

5
0∞
と
、
。
・
巧

-
E
S
E
-

〉

Z
E
ι
r
o
c
-向。『

m
o
n
z一
宮
古
ro一C
同

v
J
3
ω
日
(
邦
訳
あ
り
)
の

J
E
Z
L
2
3
の
系
議
を
引
く
も
の
で
あ
る
。

〈
態
度
の
測
定
〉

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
「
測
定
」
と
い
う
操
作
的
観
点
か
ら
、
「
態
度
」
に

関
し
て
次
の
よ
う
な
仮
説
的
定
義
が
な
さ
れ
て
き
た
。
「
能
詐
尻
」
は

と
反
応
を
媒
介
す
る
媒
介
変
数
と
し
て
設
定
さ
れ
、
直
接
に
は
観
察
不
可
能

で
間
接
的
に
し
か
推
測
で
き
な
い
た
め
、
そ
れ
は
、
統
計
的
に
は
、
反
応
間

の
一
貫
性
な
い
し
共
変
(
円

2
5
2
0
=
)
を
記
述
す
る
潜
在
変
数
と
し
て
一
不

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
一
つ
の
態
度
を
も
っ
人
が
、
そ
の
こ

刺
激

北法17(2・131)301 



料

(め

態
度
の
組
織
性
の
図
示
。

注

。

資

イデオロギー

レベノレ

う目的IY;id~見の

レベノレ

ヰ¥J!i，、 lよJ止の
レ /、 ノレ

い下
4

レ

E
ノへ

了出
→L山与

ν 

と
に
よ
っ
て
、
他
の
態
度
に
つ
い
て
の
連
累
(
自
立

W
E
O
B
)
を
も
合
せ
も

北法17(2・132)302

つ
と
い
う
事
実
と
、
「
態
度
」
が
階
層
性

(
D吋

mggzoロ
)
を
も
っ
と
い
う

仮
説
か
ら
、
そ
の
連
累
が
相
関
係
数
の
形
で
数
学
的
表
現
を
与
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
測
定
法
が
、
人
間
の
行
動
を
媒
介
す
る
「
態
度
」
(
島
町
り
0
・

岳山
O
ロ
)
の
研
究
に
と
っ
て
充
分
妥
当
す
る
た
め
に
は
、
測
定
法
の
基
礎
的

仮
説
で
あ
る
態
度
の
組
織
的
な
い
し
階
層
的
性
格
が
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で

経
験
的
に
証
明
さ
れ
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

開
v
、
田
巾
口
円
『
は
、
学
習
理
論
に
お
け
る
発
見
を
適
用
し
て
、
態
度
領
域
に
お
け

る
反
応
の
「
般
化
」
(
四

2
2長
自
己
O
ロ
)
を
そ
の
証
明
に
代
え
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
測
定
法
は
、
操
作
的
に
は
、
ス
テ
レ
オ
・
タ
イ
プ
化
し
た
意
見
を
使
用

へ

w'〕

す
る
。
そ
の
た
め
、
意
見
表
出
に
お
け
る
「
確
実
性
の
原
理
」

(
1
5乞
巾

。H
S
E
E可
)
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
意
見
群
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
測
定
を
試
み
ら
れ
る
「
態
度
」
と
操
作
上
の
用
具
と
の
対
応
関
係
を
確

保
す
る
の
で
あ
る
。

(

7

)

こ
の
原
理
は
、
最
初
、
、
H
，ro己
叩
訟
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

「
あ
る
集
団
に
お
い
て
、
あ
る
信
念
の
受
容
と
拒
否
の
両
方
向
に
行
動

さ
せ
る
影
響
が
存
在
し
て
い
る
と
き
に
は
、
結
果
は
、
多
数
が
確
信
の



度
合
の
低
い
方
を
採
用
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
人
々
は
高
い
確
信
を

も
っ
て
そ
の
信
念
を
も
ち
、
他
の
人
々
は
、
高
い
確
信
を
も
っ
て
そ
の

信
念
を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
」

、H
，
yo口
町
田
印
刷
N

・
出
-
w

、H
，
Z

Rロ門同町ロミ門
D

口

Rgsqza--告
o
g

r巾
Z
四
円
回
・
回
H
F
F
』
・

H
M
m
可
口

]μor]{由
ω印
・

何
百

gnr
は
、
こ
の
原
理
に
従
っ
て
、
高
い
確
信
を
も
っ
て
反
応
さ

れ
る
「
意
見
」
を
質
問
肢
と
し
て
使
用
す
る
の
で
あ
る
。

〈
測
定
結
果
の
解
釈
〉

そ
れ
で
は
、
こ
の
測
定
法
を
使
用
し
て
発
見
さ
れ
る
経
験
的
事
実
を
い
か

に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
開
志
向
ロ
ロ
『
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
諸
態
度
や

意
見
の
相
互
相
闘
は
三
つ
の
軸
な
い
し
次
元
、
し
た
が
っ
て
、
統
計
的
に
は

(

8

)

 

二
つ
の
因
子
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
を
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
第

一
因
子
は
、
「
保
守
主
義
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
「
草
新
主
義
」
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
両
極
か
ら
な
り
、
そ
れ
は
、
常
識
的
評
価
基
準
と
一
致
し
、
現
代

英
国
社
会
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
パ
タ
ー
ン
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に

政治的態度の測定

み
え
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
相
関
関
係
を
説
明
す
る
の
に
、
第
一
因
子
だ

け
で
は
不
充
分
な
の
で
あ
る
o

第
二
因
子
は
、
確
か
に
、
二
分
法
的
性
格
を

示
し
て
い
る
が
、
そ
の
解
釈
は
、
第
一
因
子
程
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

こ
の
因
子
に
対
応
す
る
よ
う
な
概
念
や
用
語
が
、
政
治
学
や
心
理
学
の
文
献

の
中
に
み
あ
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
何
万
包
会
は
、
こ
の
因
子

の
両
極
を
最
も
強
く
特
徴
づ
け
て
い
る
態
度
陳
述
、
す
な
わ
ち
、
因
子
負
荷

量
の
高
い
ア
イ
テ
ム
の
検
討
か
ら
、
次
の
よ
う
な
解
釈
を
提
出
す
る
。
一
方

の
極
は
、
軍
人
の
実
力
や
科
学
者
の
操
作
に
よ
っ
て
環
境
を
扱
う
、

実
際

的
、
即
物
的
、
外
交
的
人
間
、
他
方
の
極
は
、
哲
学
者
の
内
省
や
聖
職
者
の

信
仰
に
よ
っ
て
問
題
を
扱
う
、

観
念
的
、

内
省
的
人
間
の

理
想
主
義
的
、

両
極
か
ら
な
る
「
実
際
的
i
観
念
的
」
二
分
法
(
空
白
口
巳
SFOB-F目
R
E
S
-

岳

5
2
0虫
色
に
よ
っ
て
解
釈
し
、
巧
-
T
g
g
に
よ
る
気
質
に
つ
い
て
の

こ
つ
の
因
子
|
ぢ
品
F
I
E
F
ロ
ι
a
B
S
と

Z
E叩
T
B
E
L包

5
2
と
こ
の

因
子
と
の
対
応
関
係
を
み
る
の
で
あ
る
。

(

8

)
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料

(

9

)

 
ザ
ぐ

-
T
M
M
2
u
-
v
E
m凶

M
E
Z
E
-
-
S叶
・
(
邦
訳
あ
り
)

巧
・
γ
E
g
は
、
十
日
来
の
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
の
相
違
や
対
立
は
、
実

は
哲
学
者
の
気
貨
の
速
い
に
基
づ
く
と
論
じ
、
人
生
観
や
思
想
傾
向
と

気
質
と
の
相
関
関
係
を
仮
説
し
た
。
彼
は
、
そ
の
場
合
、
合
理
主
義
者

の
も
つ
気
質
を

R
邑
2

5
邑ハ
-
2
2
F
経
験
主
義
者
の
も
つ
気
質
を

ぢ
C
悶

7
1
2一E
E
R
g
と
表
現
し
た
o

肘
可
自
ロ
ロ
}
内
は
、
そ
れ
ら
を
学
習

現
論
に
基
礎
づ
け
て
理
解
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。

三-
A 

〈
解
釈
の
妥
当
性
〉

」
れ
ら
両
因
子
の
解
釈
に
お
い
て
、
い
づ
れ
の
場
合
に
も
、
因
子
の
負
荷

量
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
態
度
群
は
、
観
察
可
能
な
客
観
的
事
実
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
因
子
の
意
味
の
解
釈
は
、
完
全
に
、
研
究
者
の
主
観
的
判
断
に

依
存
す
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
解
釈
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
前
に
、
充
分
な
検

誌
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

」
の
検
証
は
、
存
在
す
る
政
治
集
団
や
社
会
組
織
と
態
度
因
子
を
構
成
す

る
各
ア
イ
テ
ム
に
対
す
る
反
応
と
の
対
応
関
係
の
検
討
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
因
子
の
場
合
に
は
、
こ
の
因
子
と
刷
の
高
い
相
闘
を

も
つ
ア
イ
テ
ム
が
「
保
守
主
義
者
」
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
、
付
の
高
い
相
関

を
も
っ
ア
イ
テ
ム
が
「
革
新
主
義
者
」
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
る
事
実
か
ら
、

F
L
-
g一l
p口百
2
5
5
F
2
2
と
命
名
さ
れ
、
こ
の
因
子
が
社
会
的
諮
問

題
の
主
要
次
元
、
す
な
わ
ち
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
次
元
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
る
。

他
方
、
第
二
因
子
の
場
合
に
は

一
方
の
極
が
、
「
倫
理
的
、
道
徳
主
義

的
、
超
自
我
的
、
利
他
主
義
的
」
と
い
っ
た
価
値
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
、
他
極
が
「
現
実
主
義
的
、
世
俗
的
、
利
己
主
義
的
」
の
価
値
に
よ
っ
て

特
徴
づ
け
ら
れ
る
ア
イ
テ
ム
群
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、

]
ω
5
2
の

同，

g
m
r
1
5
5仏包己何回国
lJ「
g
L
m円lHZ】口
L
aロ自
ω
牛】円
rc円

2
5
1が
そ
の
因
子
の

命
名
に
採
用
さ
れ
た
。
こ
の
解
釈
の
検
証
は
、
二
つ
の
仮
説
の
検
証
と
い
う

手
続
き
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
第
一
の
検
証
手
続
き
は
、
こ
の
T
因
子
と
社

も
し
、
叶
g

【
山
内
同

1
5
5
L
E
B
E
が
倫
理

会
階
級
と
の
対
応
関
係
で
あ
る
。

的
、
観
念
的
争
点
に
比
較
的
高
い
関
心
を
示
し
、
、
H
，
c
c
m
-
H
E
E巾
品
目
出
国
ロ
が

快
楽
主
義
的
衝
動
の
直
接
的
充
足
に
よ
り
関
心
を
も
っ
と
す
れ
ば
、
こ
の
想

定
か
ら
、
労
働
者
階
級
は
、
中
産
階
級
よ
り
も
よ
り
ぢ
品
げ

1
2
E丘
で
あ

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
仮
説
は
、
各
政
党
支
持
の
別
な
く
、
中
産
階

級
が
労
働
者
階
級
よ
り
も
芯
邑
2
1
5
F
E
E
-
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
証

係さ
にれ
よる
る。

第
も二
しの
、検

;:; lilE 
去手
王手 続
ヨ き
5" 11 
0...、
(1) 

合 T
g 図
山子

と と
常各
識政
的党
な支
--， 1~ 

権者
威と
主の
義対
的応
因挟 ]

子」

(
E
P
2
E
-
F
E
r
n
s
a
)
と
の
同
一
視
が
で
き
る
な
ら
ば
、

員
の
得
点
は
、
岡
山
包
-s-
次
一
苅
の
窓
口
m
Y
1
5
5
L止
に
、
フ
ァ
シ
ス
ト
の
得

共
産
党

点
は
、
わ
0
5
R
S江
口
。
次
一
万
の
さ
戸
間
『
H
I
E
-
Eえ
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。
こ
の
仮
説
は
、
自
由
党
支
持
者
が
最
も
克
己
舟

7
5
Z
E
で、
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次
に
労
働
党
支
持
者
と
保
守
党
支
持
者
が
続
き
、
共
産
党
支
持
者
と
フ
ア
シ

ス
ト
が
最
も
さ
品

7
1
5
5
L止
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
。

以
上
の
検
証
の
結
果
、
二
つ
の
因
子
が
結
合
さ
れ
た
二
次
元
は
、
英
国
に

お
い
て
、
社
会
的
態
度
の
間
に
観
察
さ
れ
る
関
係
の
大
部
分
と
、
主
要
政
治

諸
集
団
の
配
置
関
係
に
関
す
る
記
述
説
明
に
と
っ
て
、
必
要
、
充
分
で
あ
る

こ
と
が
一
示
さ
れ
る
。
開
ヨ
g
n
r
が
、
外
な
ら
ぬ
こ
の
二
次
元
を
採
用
し
た
の

は
、
次
の
理
由
に
よ
る
。
そ
の
一
は
、

F
L
5
-
h
g
Z
2
E
Z
L
E
E
S
B可

が
、
英
国
の
政
治
生
活
に
お
い
て
充
分
確
立
さ
れ
、
ま
た
、
強
力
な
制
度
的

表
現
を
見
出
し
て
い
る
か
ら
、
他
の
用
語
に
よ
っ
て
社
会
的
態
度
を
説
明
す

る
必
要
が
な
い
こ
と
。
そ
の
こ
は

フ
ァ
シ
ス
ト
の
態
度
を
、

吋
C
己
m
F
l

E
E
E
B
E
と
わ
0
5
2
5
Zヨ
の
混
合
と
し
て
、
共
産
党
員
の
態
度
を

叶，

o
c悶
7
1
5ロ
舟
仏
コ
虫
ω

と
何
回
LFE-EB
と
の
混
合
と
し
て
説
明
す
る
こ
と

が
、
充
分
正
当
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
検
証
は
、

T
因
子
と
R
因

子
と
の
二
次
元
が
、
社
会
的
諸
態
度
や
主
要
政
治
諸
集
団
の
配
置
関
係
を
必

要
充
分
に
説
明
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
だ
け
で
は
、
充
分
で
は
な

政治的態度の測定

ぃ
。
さ
ら
に
、
そ
の
二
因
子
が
、
社
会
的
態
度
の
基
礎
に
あ
る
二
つ
の
次
元

な
い
し
連
続
体
の
「
性
質
」
を
、
充
分
な
正
確
さ
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る

」
と
が
一
爪
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈
ニ
因
子
の
性
質
〉

R
因
子
の
場
合
に
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
各
ア
イ
テ
ム
と
、
そ
れ
に
対
す

る
各
社
会
諸
集
団
の
得
点
と
の
対
応
関
係
か
ら
、
こ
の
因
子
が
、
社
会
的
態

度
の
主
要
次
元
、
し
た
が
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
レ
ベ
ル
を
示
す
も
の
と
解

釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

T
因
子
の
場
合
に
は
、
こ
の
因
子
を
測

定
す
る
各
ア
イ
テ
ム
が
、
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
第
一
因
子
の
負
荷
量
を

も
っ
て
い
る
た
め
、

R
因
子
と
は
別
の
も
う
一
つ
の
独
立
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ

-
次
元
を
構
成
す
る
因
子
で
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
元
来
、

γ
ヨ
2
は
、
彼
の
用
語
の
吋
E
m
y
l
g
E
L丘
i
、H，
g
r
7
2
5
Lえ
を
、
人
々

の
哲
学
に
、
そ
し
て
恐
ら
く
は
、
人
々
の
社
会
的
態
度
に
も
影
響
を
及
ぼ

す
、
性
格
や
人
格
の
「
質
」
を
一
示
す
た
め
に
、
使
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
伊
、
mgnr
は
、
そ
の
用
語
の
由
来
か
ら
、
次
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
る
。

態
度
領
域
に
存
在
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
因
子
は
、
た
だ
一
つ
同
耐
え
月
白
一

FEd-

ハ
リ

C
口
百
円

s
r
B
だ
け
で
あ
る
。

T
因
子
は
、

そ
れ
自
体
が
も
う
一
つ
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
l
次
元
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
あ
る
一
組
の
バ

-
ソ
ナ
リ
テ
イ
l
変
数
が
社
会
的
態
度
へ
投
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

仮
説
に
し
た
が
う
と
、
個
人
は
、
か
れ
の
社
会
的
態
度
に
よ
っ
て
問
邑
-2ア

ハ
リ

D
5
2
5
Z
2
の
連
続
線
上
に
配
置
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
社
会
的
態
度

が
表
現
さ
れ
る
仕
方
は
、
気
質
特
性
に
依
存
し
、

河川凶

LFnmL55
の
象
限
で
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料

は
、
平
和
主
義
者
的
仕
方
か
共
産
主
義
者
的
仕
方
に
よ
り
、
門
U
C
E巾2
R
2
5

の
象
限
で
は
、
宗
教
的
仕
方
か
半
フ
ァ
シ
ス
ト
的
仕
方
に
よ
る
の
で
あ
る
。

資

」
の
仮
説
の
正
し
さ
を
検
証
す
る
試
み
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
次
の
二
つ
の

仮
説
に
細
分
し
て
な
さ
れ
る
。
①

T
因
子
は
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
変
数
が

社
会
的
態
度
領
域
へ
投
彰
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
②
吋
D
区間
rー
ヨ
ロ
骨
骨
巾
回
目

I'l 

「
外
交
型
」

の
投
影
で
あ
り
、
、
円
。
邑
R-

(
2
5
2
3丘
湾
同
m
o
g
-
ε
)

B
E
r
m
-
R訟
は
「
内
向
型
」

(
F
2
5
5ユ
邑
胃
Bog--q)
の
投
影
で
あ
る
。

第
一
仮
説
の
検
証
の
た
め
に
は
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
経
験
的
に
測
定
可

能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
測
定
的
観
点
か
ら
定
義
さ

れ
る
「
態
度
」
と
「
性
格
特
性
」
(
句
作
目
D
E
z
q
E
5
な
い
し
々
宮
ω)
と
の

対
応
関
係
が
設
定
さ
れ
る
。
第
二
仮
説
に
関
し
て
は
、
次
の
三
つ
の
手
続
き

で
検
証
が
な
さ
れ
る
。
第
一
の
手
続
き
は
、
吋
E
m
F
E
E
L包
ロ
gma吋
E
L
2・

5
E
m
L忠
臣
を
構
成
す
る
質
問
肢
と
「
外
交
型
汁
|
「
内
向
型
」
を
構
成
す

る
質
問
肢
と
の
対
応
関
係
に
よ
る
。
開
司
自
ロ
円
r
は
、
。
己
一
同
D
み
の
「
神
経
症

型
」
(
ロ
5
2
5
5出
)
と
「
外
交
型
」
に
関
す
る
質
問
肢
、

E
f
c
H寸
〈

q
E
C
E

の
価
値
尺
度
を
適
用
し
、

そ
の
結
果
、
「
外
交
型
」
の
尺
度
が
、
片
czmri

2
5
F
E
E
ω
と
肘
の
相
関
、
「
社
交
的
内
気
」

(
g
n
E
住
吉
田
ω)
の
尺
度
が

ハ
門
の
相
闘
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
o

第
二
の
手
続
き
は
、

T
A
T

の
評
価
と
の
対
応
関
係
に
よ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
外
交
型
」
を
示
す
特
性

の
外
的
、
客
観
的
世
界
に
対
す
る
関
心
、
@
物
的
価
値
に
対
す
る
関
心
、
。

人
間
や
物
に
対
す
る
関
心
、
同
w事
実
に
よ
っ
て
動
く
傾
向
、
⑧
感
情
的
態
度

と
円
。
己
同
r

E昆
正
月
田
と
の
対
応
関
係
、
「
内
向
型
」
を
示
す
特
性
|
④

内
的
、
主
観
的
世
界
に
対
す
る
関
心
、
@
理
想
主
義
的
価
値
に
対
す
る
関
心
、

θ
原
理
に
よ
っ
て
動
く
傾
向
、

@
主
知
主
義
的
態
度
|
と
片
S
L
R
-
E
E
L
-

丘
ロ
g
m
と
の
対
応
関
係
が
一
亦
さ
れ
る
。
第
一
一
一
の
手
続
き
は
、
審
美
的
判
断

や
社
会
的
向
調
性
向
と
の
対
応
関
係
に
よ
る
。

」
の
場
合
に
は
、
回
R
B
D

や
巧
巾
一
mr
に
よ
る
K
因
子
が
適
用
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち

「
内
向
型
」

(官。『
2
2
2
『2
子
0
2自
立
2
l己巴町田口
p
t
q
-
E百
一
己
〈
20mm
の
相
互
関

係
か
ら
な
る
)
と

R
E
R
4三
邑
丘
ロ
虫
印
、
「
外
交
型
」
(
℃
門
ぬ
『
R
g
n
Z
2
H
Z

色
目
立
5
q
i
H何
年
昨
日

i
g
E
5
2
5ロ
の
相
互
関
係
か
ら
な
る
)
と

g
E間「
l

E

E丘
ロ
虫
ω
の
対
応
関
係
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
〉
mnr
や

ωrm一一『に

よ
る
、

hcE『2
2
5
7
1
Hロ仏民
E
L
B円
巾
と
叫
，
c
c
m
r
g
E
ι
丘
ロ
E凹

l叶内門戸内】ぬ門

ヨ
E
r
E
g凶
と
の
対
応
関
係
が
示
さ
れ
る
。

以
上
、
三
つ
の
手
続
き
に
よ

っ
て
、

T
因
子
が
、
そ
れ
自
身
、
態
度
配
列
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
バ

-
ソ
ナ
リ
テ
イ
l
変
数
が
態
度
領
域
へ
投
彰
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ

ら
に
、
広
口
L
O
T
S
-昆
邑
ロ
自
ω

が
、
「
内
向
型
」
の
人
格
特
性
を
投
影
し
た
も

の、

-
c
z
m
7
5一
互
の
(
}
=
空
白
が
「
外
交
型
」
の
人
格
特
性
を
投
影
し
た
も
の

と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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(
川
町
〉
何
百
g
n
r
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
研
究
に
関
し
て
ぬ
次
の
も
の
参

照。国・し『・阿古
gh}内
h
O
E
M
g
ι
D
E
C
H
P
E
G
E
}
H
g
Hハ
a
E
F己
ア
呂
町
・

同，

roω
ロ呂ロ丘町ドロ

ω片CLV『
ch
句。吋
ω
O
ロω
一旦可・同由日日・

吋，

Z
ω
片足口
Z
5
0同
国
ロ
ヨ
白
口
早
円
印
O
口同

]

H

片山『・

7
向。己

H戸内
HdHAW日
ω
・

(日

)
H
W
V
B
E
n
-内
の
一
二
つ
の
検
証
手
続
き
と
し
て
使
用
さ
れ
る
、
①
の
E
T

円

C
E
の
研
究
、
〉
一
一
旬
。
同
庁
(
〈
2
5
=
の
研
究
、
②

T
-
A
-
T
、
⑧

〉
目
r
や

∞

rmzh
の
研
究
に
つ
い
て
簡
単
に
知
る
に
は
、
次
の
も
の

が
便
利
で
あ
る
。

=
一
好
稔
編
・
心
理
学
と
因
子
分
析
(
前
出
)
。

島
田
一
男
・
社
会
心
理
学
の
基
底
、
大
日
本
図
書
、
昭
和
一
二
十
八
年
。

〈
学
習
過
程
〉

さ
ら
に
、
二
因
子
の
性
質
に
関
し
て
充
分
な
説
明
を
与
え
る
た
め
に
は
、

そ
の
因
子
が
如
何
に
し
て
生
ま
れ
る
か
の
「
起
源
」
に
関
す
る
、
仮
説
と
そ

の
検
証
を
必
要
と
す
る
。
炉
、
m
g
n
r
は

経
験
を
通
じ
て
変
容
す
る
神
経

政治的態度の測定

組
織
(
ロ
2
E
E
C
E
5
5ロ)

の
二
つ
の
型
を
ぢ
口
問
7
1
5
5
ι
&口
何
回
目
と

R
D
F
T
5
5
r
Lロ
Eω

と
に
対
応
さ
せ
た
が

さ
ら
に
、
学
習
理
論
の
適
用

に
よ
っ
て
、
そ
の
二
つ
の
型
の
差
異
を
、
二
種
類
の
学
習
な
い
し
条
件
づ
け

の
差
異
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。

通
常
、
広
く
社
会
化
の
過
程
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、

F
〈
一
ミ
型
の
「
古

典
的
条
件
づ
け
」
と
、

F
5ロ
2
型
の
「
学
習
」
と
に
分
け
ら
れ
る
。
後

者
の
「
学
習
」
と
い
う
用
語
は
、
報
償
と
懲
罰
に
よ
る
行
動
の
変
容
に
適
用

さ
れ
、
任
意
的
な
反
応
を
獲
得
す
る
こ
と
に
関
係
す
る
。
こ
の
用
語
は
、
快

楽
主
義
的
学
習
理
論

(
1
8
2
5
宮
山
口
己
立
巾
)
に
起
源
を
も
っ
。
他
方
、
前

者
の
「
条
件
づ
け
」
と
い
う
用
語
は
、

連
合
な
い
し
近
接
性

(22-四
日
々
)

の
影
響
に
よ
る
行
動
の
変
容
に
適
用
さ
れ
、
無
意
的
、
情
動
的
反
応
の
獲
得

に
関
係
し
、
連
合
学
習
理
論
(
円
E
一
石
間
VHE兵
ν
互
に
起
源
を
も
っ
。

こ
の
二
つ
の
学
習
理
論
に
よ
れ
ば
、
あ
る
個
人
の
社
会
化
の
過
程
は
、
次

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
一
方
で
は
、
個
人
は
、
充
足
を
要
す
る
多
く
の
欲

求
を
も
ち
、
そ
れ
を
最
も
よ
く
充
足
し
て
く
れ
る
手
段
を
学
び
(
一
E
5
5也、

必
要
な
技
能
を
獲
得
す
る
た
め
に
教
育
宮
山
岳
5
m
)

の
で
あ
る
。
他
方
、
社
会
は
、
個
人
に
】
課
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
会
の
必

の
過
程
を
経
験
す
る

要
を
も
っ
て
い
て
、
そ
の
戒
律
に
同
調
し
て
行
動
す
る
よ
う
個
人
を
条
件
、
づ

け

(
n
D
E
E
C
E口
町
)
、
個
人
は
社
会
化
さ
れ
る
た
め
に
訓
練

(
E
E
E
m
)
の

過
程
を
経
験
す
る
の
で
あ
る
。

開町田
g
n
r
は
、
社
会
化
過
程
に
つ
い
て
の
こ
つ
の
理
論
に
し
た
が
っ
て
、

次
の
仮
説
を
立
て
る
。
「
学
習
」
が
わ
C
E
q
5
P可守
lFLrL
に
よ
っ
て
表

わ
さ
れ
る
態
度
の
基
礎
に
あ
り
、
「
条
件
づ
け
」
が
吋
c
z
m
r
l
=
=
-
d
p
E
g由
l
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手十

、円。=母
?
E
E
E
5
2
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
態
度
の
基
礎
に
あ
る
o

第
一

の
仮
説
に
よ
れ
ば
、
河
包
】
B
-
E
B
と
の
0
5
2
5
5
5
の
態
度
は
、
起
源
的

資

に
は
、
報
償
の
体
系
に
し
た
が
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
快
楽
原
理
に
し
た
が
っ
て

形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
仮
説
は
、
社
会
階
級
、
階
層
と
政
治
的
忠

誠
と
の
相
関
関
係
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
、
そ
こ
か
ら

一
般
的
に
、
英
国
社

会
に
お
け
る
諸
個
人
は
、
経
験
的
に
、
明
確
な
恩
恵
を
期
待
で
き
る
政
党
を

支
持
す
る
傾
向
が
あ
る
と
結
論
さ
れ
る
。
第
二
の
仮
説
の
検
証
は
、
よ
り
複

雑
な
手
続
き
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
ま
ず
、
社
会
化
が
行
わ
れ
る
程
度
と
、

条
件
づ
け
の
全
過
程
の
成
功
度
は
、
二
つ
の
変
数
|
条
件
づ
け
の
総
量
と
、

個
人
が
条
件
づ
け
ら
れ
る
難
日
却
さ
に
依
存
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
出
発
す

る
。
そ
し
て
、
個
人
が
条
件
づ
け
の
過
程
に
さ
ら
さ
れ
る
度
合
に
関
し
て
は
、

次
の
発
見
を
す
る
。
中
産
階
級
の
子
弟
は
、
暴
力
的
、
性
的
衝
動
の
抑
制
を
、

か
な
り
長
期
的
に
、
強
度
の
過
程
を
通
し
て
、
条
件
づ
け
ら
れ
る
傾
向
が
あ

る
。
こ
の
事
実
は
、
「
社
会
化
」
と
い
う
概
念
が
、
広
口
母
『
1
2
E
Eロ
自
印
と
よ

り
緊
密
に
関
連
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
片
o
a
r
-
-
B
5骨
骨
四
ω

を
特
徴
づ
け
る
態
度
は
、
暴
力
的
、
性
的
衝
動
の
直
接
的
充
足
に
関
係
し
、

符
邑
司
1
5
5
L
a耳
目
を
特
徴
づ
け
る
態
度
は
、
そ
の
よ
う
な
充
足
に
対
し

て
障
壁
と
し
て
機
能
す
る
倫
理
的
、
宗
教
的
観
念
に
関
係
し
て
い
た
か
ら
、

過
度
に
社
会
化
さ
れ
た
中
産
階
級
が

R
E
2
1
5
5
L止
に
、
社
会
化
不
足
の

労
働
者
階
級
が

z
z
E
Z
E
E止
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

こ
の
検
証
は
、

子
弟
の
性
格
構
造
が
か
な
り
の
程
度
、

家
庭
環
境

(rcEO

E
己主
05)
に
よ
っ
て
後
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
想
定
か
ら
、
子
弟

教
育
の
方
法
と
、
子
弟
の
性
格
特
性
と
の
関
係
の
解
明
を
通
し
て
な
さ
れ

る
。
そ
の
結
果
、

s
c
m
7
7
2
5
L
E
な
両
親
の
養
育
方
法
と

E
H
L。
5
5
L
E

な
両
親
の
そ
れ
と
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
両
親
の
態
度
と
子
弟
の
態
度
と

が
相
関
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
条
件
づ
け
の
雑
易
さ

(ng岳
己

D
E
E
3
)

に
関
し
て
は
、

次
の
よ
う
な
仮
説
が
立
て
ら
れ
る
。
「
転
換
ヒ
ス
テ
リ
ア
」

(B口〈
3
5ロ
「
ヨ
否
問
。
)
が
「
外
交
型
」
の
原
型
で
あ
り
、
「
不
安
神
経
症
」

が
「
内
向
型
」
の
原
型
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
内
向
型
」
は
、
手
早
く
安
定

非
常
な
困
難
を

し
た
条
件
反
応
を
身
に
つ
け
、
「
外
交
型
」
は
、

緩
慢
に
、

伴
っ
て
条
件
反
応
を
す
る
こ
と
が
論
理
的
に
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
も

し
、
社
会
に
よ
っ
て
同
程
度
の
社
会
化
の
圧
力
を
課
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、

「
内
向
型
」
は
、
過
度
に
社
会
化
さ
れ
、
「
外
交
型
」
は
社
会
化
不
足
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
も
し
、
「
社
会
化
」
が
円
g
L
q
l
g
H
E
a
z
z
と
同
等

視
で
き
れ
ば
、
「
外
交
型
」
は

g
c
m
y
l
B
5
L丘
で
あ
り
、
「
内
向
型
」
は

R
E
L
σ
7
5
E
L主
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
♂
£

3
尖
は
、
こ
の
検
証

を
、
フ
ァ
シ
ス
ト
や
共
産
主
義
者
に
み
ら
れ
る
「
攻
撃
性
」
や
「
支
配
性
」

へ
の
傾
向
と
こ
れ
ら
の
集
団
の
社
会
化
不
充
分
と
の
一
致
に
よ
っ
て
、
ま
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た
、
ヒ
ス
テ
リ
ア
と

g
z町一
TE--己己
5
E
と
が
相
関
す
る
傾
向
に
よ
っ
て

示
す
の
で
あ
る
。

(
m
M
)

学
習
過
程
に
関
す
る
理
論
の
大
要
を
知
る
に
は
、
次
の
も
の
が
便
利

で
あ
る
。

相
良
守
次
編
・
現
代
心
理
学
の
諸
学
説
、
山
石
波
書
応
、
一
九
六
四
年
。

八
回
『
田
市
出
向
昨
の
方
法
の
特
徴
〉

以
上
の
や
や
詳
し
す
ぎ
る
紹
介
か
ら
、
同
〉
語
口
口
「
の
方
法
が
、
了
解
モ
デ

ル
的
方
法
と
暗
函
モ
デ
ル
的
方
法
と
の
架
橋
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
態
度
」
の
内
容
に
関
し
て
は
、
学
習

理
論
の
適
用
か
ら
仮
説
を
設
定
し
、
そ
れ
を
か
れ
の
測
定
法
に
よ
っ
て
検

証
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
通
常
、
能
貨
に
つ
い
て
扱
わ
れ
る
論
理
的
連

関
と
い
っ
た
問
題
は
問
わ
れ
ず
、
む
し
ろ
、
論
理
的
説
明
の
欠
如
の
ゆ
え

に
、
徹
底
し
た
経
験
論
の
立
場
か
ら
、
経
験
的
に
観
察
さ
れ
る
現
実
の
相
関

関
係
が
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
態
度
測
定
と
学
習
理
論
と
の
関

政治的態度の測定

連
は
、
提
出
さ
れ
る
証
拠
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
う
る
が
、
な
お
理
論
的
な
レ

ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
発
見
さ
れ
た
結
果
を
学
習
理
論
に
よ

っ
て
解
釈
す
る
試
み
は
、
単
に
そ
れ
ら
を
よ
く
説
明
し
、
整
合
的
な
体
系
に

組
み
入
れ
る
こ
と
に
役
立
つ
だ
け
で
な
く
、
政
治
行
動
に
関
す
る
行
動
論
的

な
理
論
模
型
の
造
型
を
一
一
層
鼓
舞
す
る
の
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

同

適
用
上
の
諸
問
題

〈
方
法
の
文
化
的
被
拘
束
性
〉

何
百
g
n
r
の
態
度
測
定
法
は
、
な
に
よ
り
も
、
英
国
人
の
政
治
行
動
様

式
を
解
明
す
る
た
め
に
試
み
ら
れ
た
方
法
で
あ
る
o

す
な
わ
ち
、
測
定
対
象

で
あ
る
英
国
人
の
社
会
的
態
度
に
関
し
て
、
英
国
人
の
常
識
的
発
想
法
ゃ
、

日
常
的
に
観
察
さ
れ
る
幾
つ
か
の
事
実
が
、
暗
黙
に
で
は
あ
る
が
、
当
然
の

前
提
に
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
測
定
法
が
日
本
社
会
の
研
究
へ

適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
方
法
の
有
す
る
文
化
的
被
拘
束
性

(2rzza

Z
E
E
2と
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
充
分
な
検
討
を
経
な
い
で
、

測
定
技
術
だ
け
を
輸
入
す
る
研
究
は
、
単
な
る
「
技
術
主
義
」
に
堕
す
る
で

あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
、
幾
分
詳
細
に
す
、
ぎ
る
紹
介
を
試
み
た
理
由
の
一
半

は
、
こ
の
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
問
題
を
二
つ
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
そ
の
一
は
、

こ
の
測
定
法
が
い
か
な
る
目
的
の
た
め
に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
し

た
が
っ
て
、
そ
の
測
定
さ
れ
た
結
果
は
、
当
該
政
治
社
会
の
研
究
に
と
っ
て

充
分
有
意
味
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
検
討
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
測
定
」

と
い
う
作
業
そ
の
も
の
の
性
質
に
関
す
る
問
題
で
も
あ
る
。
そ
の
二
は
、
測
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料

定
を
試
み
ら
れ
る
対
象
物
の
属
性
、
が
、
測
定
と
い
う
操
作
的
観
点
か
ら
な
さ

れ
る
仮
説
と
充
分
な
親
和
関
係
を
有
す
る
か
否
か
、
の
検
討
で
あ
る
。
こ
の

資

二
つ
の
観
点
は
、
第
二
節
で
扱
っ
た
、
暗
函
モ
デ
ル
的
方
法
の
二
つ
の
操

作
的
性
格
に
関
連
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、

特
に
英
国
と
日
本
の
政
治
文
化

(
旬
。

}
E
S
}
2
-
2
5
)
の
簡
単
な
比
較
を
通
じ
て
検
討
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
こ
で
展
開
さ
れ
る
見
解
は
、
後
の
実
験
に
よ
る
検
証
を
ま
っ
、

一
つ
の
仮

説
な
い
し
課
題
と
し
て
提
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

〈
党
派
性
と
政
治
観
〉

前
節
に
お
い
て
、
す
で
に
紹
介
を
試
み
た
ご
と
く
、
ロ
ヨ

gnr
の
測
定
法

は
、
英
国
人
が
日
常
使
用
す
る
常
識
的
評
価
法
準
を
、
発
見
的
仮
説
と
し
て

使
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
こ
の
常
識
的
基
準
は
、
人
々
が
、
英

国
社
会
に
存
在
す
る
主
要
な
社
会
諸
集
団
や
政
治
諸
集
団
の
配
置
関
係
を

で
き
る
だ
け
包
括
的
に
説
明
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
評
価
基
準
は
、
「
保
守
的
|
急
進
的
」
、
「
民
主
的
|
権
威
主
義
的
」
と
い

っ
た
ご
と
く
、
二
分
法
的
発
想
を
属
性
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
社
会
が

な
ん
ら
か
の
仕
方
で
二
分
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
各
部
分
が
相
互
に
対
抗
関
係
に

あ
る
と
い
う
、
二
分
法
的
な
政
治
社
会
観
は
、
英
国
人
に
と
っ
て
特
徴
的
な

だ
け
で
な
く
、
日
本
人
の
社
会
観
に
と
っ
て
も
常
識
的
で
あ
る
と
い
う
仮
説

が
設
定
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
検
討
は
、
英
国
社
会
と
日
本
社
会
の
相
互

に
お
け
る
、
「
階
級
」
鋭
、

政
治
に
お
け
る
「
利
益
」
観
を
通
し
て

る
こ
と
が
で
き
る
。

英
国
と
日
本
の
政
治
文
化
の
比
較
と
い
っ
た
問
題
に
関
し
て
、
現
在
の
と

こ
ろ
、
両
者
を
共
通
に
比
較
し
う
る
理
論
的
基
準
が
な
い
た
め
、
そ
の
検
討

は
、
両
者
の
い
ず
れ
か
の
目
を
通
し
て
、
他
方
を
見
な
が
ら
試
み
ら
れ
る
以

外
に
な
い
。
岡
山
-
H
J
U
O
B
は
、
両
者
の
階
級
構
造
の
差
異
を
次
の
よ
う
に
説

明
す
る
。
階
級
聞
の
社
会
的
距
離
と
い
っ
た
問
題
は
、
如
何
な
る
社
会
に
も

何
ら
か
の
階
級
的
差
異
が
存
在
す
る
以
上
、
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
る
現
象
で

あ
る
。
し
か
し
、
階
級
的
敵
対
関
係
の
存
在
は
別
問
題
で
あ
る
。
日
本
は
、

英
国
ほ
ど
「
二
つ
の
国
民
」

(75
ロ
E
G
g
-ロ
予
ゆ
え
え
め
)

で
は
な
か
っ

た
し
、
英
国
で
は
、
こ
の
二
つ
の
国
民
が
紛
争
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
で
は
、
階
級
的
に
区
別
が
は
っ
き
り
と
せ
ず
、
階
級
成

員
と
し
て
の
意
識
も
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
、
「
階
級
」
と
い
う
言
葉
そ
の

も
の
が
、
あ
ま
り
ピ
ン
と
こ
な
い
か
ら
、
階
級
的
観
点
か
ら
政
治
問
題
を
眺

め
る
傾
向
も
発
達
し
て
い
な
い
。
こ
の
比
較
は
、
次
の
こ
と
を
合
意
す
る
。

英
国
に
お
い
て
は
、
「
階
級
」
と
い
う
言
葉
は
、
収
入
に
よ
る
人
為
的
区
別

よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
が
部
分
文
化

(
E
T
E
F
Z
B
)
を
形
成
し
て

社
会
行
動
(
円

z
s
t
:
E
Z
E
5三
色
ぞ

rtE-05)
を

い
る
、

指
す
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
白
木
で
は
、
「
階
級
」
と

試
み
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と
い
う
用
語
は
、
収
入
や
権
限
の
差
異
を
便
宜
的
に
区
分
す
る
人
為
的
指
標

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
2
)

次
に
、
政
治
に
お
け
る
「
利
益
」
観
念
に
関
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

不
一
致
や
紛
争
か
ら
生
起
し
、
そ
れ
ら
を
自
己
に

通
常
、
「
政
治
」
と
は
、

有
利
な
方
向
に
落
着
さ
せ
る
た
め
に
、
権
力
を
使
用
す
る
こ
と
で
あ
る
と
定

義
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
利
益
」
と
は
、
政
治
社
会
に
お
け
る
多
様
性
を
具

体
的
に
現
わ
す
、
政
治
の
基
礎
的
動
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
記
述
的
定

義
は
、
必
ず
し
も
、
表
象
的
定
義
と
は
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
英
国
の
場

合
に
は
、
利
益
諸
集
団
は
、
政
治
過
程
の
中
で
自
己
の
利
益
を
正
統
に
主
張

で
き
る
よ
う
、
充
分
な
制
度
的
表
現
と
弁
証
と
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
日
本
の
場
合
に
は
、
事
情
は
全
く
異
な
っ
て
、
私
的
利
益
の
追
求
は
政

治
社
会
の
調
和
に
対
す
る
阻
害
要
因
と
み
な
さ
れ
、
正
統
な
制
度
的
手
続
き

に
よ
る
よ
り
、
む
し
ろ
、
非
政
治
的
領
域
に
お
い
て
充
足
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。以

上
の
短
い
比
較
検
討
は
、
次
の
よ
う
な
仮
説
を
導
く
で
あ
ろ
う
ο

日
本

政治的態度の測定

の
社
会
で
は
、
政
治
を
党
派
的
用
語
で
誇
る
こ
と
は
、
忌
避
さ
れ
る
o

す
な

わ
ち
、
非
政
治
性
を
基
調
と
す
る
政
治
的
風
土
で
は
、
何
ら
か
の
二
分
法
的

仕
方
で
政
治
を
語
る
こ
と
自
体
が
、
「
政
治
的
」
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
研
究
者
が
、
操
作
的
に
、
そ
の
よ
う
な
分
法
的
用
語
で
人
々

の
政
治
的
態
度
を
記
述
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
命
名
は
、
認
識
象
徴
と
し
て
よ

り
も
組
織
象
徴
と
し
て
機
能
す
る
。
し
か
し
、
政
治
的
態
度
の
配
置
関
係
を

測
定
的
に
記
述
す
る
に
は
、
何
ら
か
の
尺
度
な
い
し
次
元
の
設
定
が
必
要
で

あ
る
。
こ
の
困
難
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
日
本
人
の
政
治
的
行
動
様
式
の

型
を
経
験
的
に
説
明
し
う
る
基
準
を
、
発
見
的
仮
説
と
し
て
設
定
す
る
こ
と

が
、
第
一
の
作
業
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
と
英
国
に
お
け
る
「
階
級
」
観
の
比
較
に
と
っ
て
は
、
次
の
も
の
が

一
示
唆
的
で
あ
る
。

(
1
)
H
W
司・

ccz
一

C
Q
F
M
r
E
F宮
H
d

・

-μ2三
止
問

P

E印
∞
・
(
邦
一
沢

あ
り
)

開
L
E
g
z
oロ

5
吋
G
r己
間
白
書
】
ω]Mmdpmo戸
己
丘
町
内
・

3
2・

H
W
N
E

明
・
〈
c
m巾一

u
T宮
口

J
2
9々
宮
正
門
回
一
巾
わ
一
日
間
問
、
(
リ
戸
三

2
吉
田

口
口
一
〈
司
巳

q
H
M
Z
Z
W
戸川山市山凶・

H
N
C
可
戸
。

i
g
〉
ロ

m
g
ζ
出
口
門
目
。
一
寸

Z
開
口

m-Z
冨
広
告

o
n一富山内田・

〉
一
『
『
丘
〉
・
関
口
由
同
》
『
w

呂町
0

・

∞
町
同
〈
C
円

』

2
5
5
m
m
H
司
ωユ
可
司
《
)
一
一
円
片
山
・
〈
C
一
-
一
ケ
(
リ

m
g
rユ
牛
肉
巾

d
a
2
2
q
H
M
5
F
5
2
・

〉

E
r
cロ
可
凶
白
日
間
》
問
。
口
一
〉

g
g
B〕『
C
町
田
口

S
5・
出
。
門

E
F
s
s・

、
吋
・
出
・
玄
白
ω
7
0
一
三
口
氏
自

E
E
H
V
E品
ω
R
E
C
s
m
w
円
リ
ロ
ヨ
ゲ
ユ
品
開
P

】
申
印
。
・
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英
国
的
「
政
治
」
観
と
日
本
の
そ
れ
の
比
較
に
つ
い
て
、
示
唆
的
な



ギ卜

も
の
。

資

ωロ
・
開
門
口
命
的
門
∞

R
r
m円
山
河
内
比
一

2
門
芯

E

2

】。G〈
号
ロ
5
2
F
呂町∞

R-

o
u
K
2
L
C
E〈
2
m
H
q
H》耳切切

何
回
出
国

3

0
ロ
の
C〈
巾

S
E
E
F
呂
町
∞
丘

C
H『

D
H
L
H
)巳〈
2
E
q
司
括
的
F

切

2
5
m円
L
n
E
n
r
u
H口
口
止
め
ロ
2

0『
司

C
E
C
g
u
M
V巳
R
E
d
-
H
u
s
-

]
-
U
-

∞-
Z
己
R

U

叶，
r
m
Z
ω
Z
3
0門
司

c
r
t
n♂
。
2mW5

0
戸
口

rを
D
円
円

Y
呂町
M
・

。
・
〉
・
〉
一
HdDD門】

u
n
c
g日
出
円
三

7
d
H
U
C
}】己
E
}
∞万円。
5
・
]
C
2
E
-

。同旬。一

zn♂】由印由・

政
治
学
会
年
報
・
日
本
の
圧
力
団
体
、
岩
波
雲
脂
一
九
六

O
年。

同N・
Z
-
H凶乙
g
r
u
H，cFwmmJ古
河
己
M
m
5
P
同り
Z
O
M
M
H巾
ωPHmv
日叶ー・(邦

訳
あ
り
〉

〈
ニ
元
的
説
明
の
妥
当
性
〉

阿
川

}
d
o口
口
}
内
は
、

か
れ
の
測
定
法
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
結
果
を
、

h
c
z
・

2
2出
Z
E
-
-
N
m戸

L
Eロ一
E
E
什

吋

c
z
m
y
1
5
5
L止
ロ
2
v
吋

g
L
q
lロ
dHDL色
白
耳
切
切

の
二
次
元
に
よ
っ
て
解
釈
し
た
。
こ
の
解
釈
採
用
の
理
由
は
、
こ
の
両
軸
の

交
叉
か
ら
な
る
二
次
元
が
、
必
要
充
分
に
、
英
国
社
会
内
部
の
主
要
政
治
諸

集
団
や
社
会
諸
集
団
の
配
置
関
係
を
説
明
し
得
る
点
に
あ
っ
た
。

」
れ
に
対
し
て

Hwvd=nr
の
方
訟
を
日
本
社
会
へ
適
用
し
よ
う
と
試

み
る
諸
研
究
は
、
し
ば
し
ば
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
き
た
。
社
会
的
態
度
の

構
造
的
次
元
を
単
純
な
二
分
法
で
分
類
す
る
何
百

E
尖
の
解
釈
を
、

ま
ま
日
本
社
会
へ
適
用
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
社
会
的
態
度
は
、

的
、
社
会
的
文
脈
の
中
で
具
体
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
も

そ
も
、
二
分
法
的
分
類
に
は
無
理
が
あ
り
、
特
に
、
日
本
の
場
合
の
よ
う

に
、
さ
ま
ざ
ま
の
位
層
の
も
の
が
混
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
解
釈

の
こ妥
の当
指性
摘は
は一
、層

減
少
す
る
と

う
の
で
あ
る

一
面
で
は
、
充
分
根
拠
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
国
で

は
、
問
題
提
出
の
仕
方
そ
の
も
の
が
誤
っ
て
い
る
。
こ
の
種
の
指
摘
は
、

し
ば
し
ば
、
発
見
さ
れ
る
因
子
の
命
名
に
関
す
る
困
難
か
ら
な
さ
れ
る
。

し
か
し
、
因
子
の
性
質
に
関
す
る
検
討
、
す
な
わ
ち
、
因
子
の
性
一
践
を
学
習

理
論
に
よ
っ
て
解
釈
し
倹
証
す
る
作
業
は
、
充
分
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
尽
目
R
r
の
解
釈
の
特
徴
は
、
ゎ
g
v
m『

S
E
M出
向
注
目
ω-MEd-
叶，
c
c
m
r

、、

E

E
丘
耳
目
同
，
E
L
2
2
-
E丘
2
2
の
因
子
の
命
名
に
あ
る
よ
り
は
、
む
し

一
方
を
主
要
な
社
会
的
態
度
の
次
元
、
他
方
を
性
格
が
社
会
的
態
度
に

反
映
さ
れ
た
次
元
と
、
因
子
の
性
長
に
よ
っ
て
解
釈
し
た
点
に
あ
る
の
で
あ

ろ、る。
た
し
か
に
、
一
方
の
社
会
的
態
度
の
次
元
だ
け
を
と
れ
ば
、
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
、
日
木
人
の
社
会
的
態
度
な
い
し
政
治
的
態
度
を
「
保
守
l
草

そ
の
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新
」
の
二
分
法
に
よ
っ
て
命
名
す
る
こ
と
が
妥
当
か
否
か
の
問
題
が
あ
る
。

し
か
し
、
問
題
は
、
日
本
人
の
態
度
の
「
構
造
的
次
元
」
を
、

日
凶
〕

E
E百円《

の
二
分
法
に
よ
っ
て
、
操
作
的
に
、
説
明
し
う
る
か
否
か
な
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
発
見
さ
れ
る
因
子
の
性
質
を
学
習
理
論
に
よ
っ
て
充
分
行
動
論
的

に
解
釈
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
の
結
果
が
、
白
本
人
の
社
会

的
態
度
の
配
置
関
係
を
充
分
包
括
的
に
説
明
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
な

の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
さ
ら
に
よ
り
前
提
的
な
次
の
問
題
へ
と
わ
れ
わ

れ
を
導
く
。
す
な
わ
ち
、
操
作
的
に
測
定
さ
れ
る
も
の
に
、

う
用
語
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
、
で
あ
る
。

「
態
度
」
と
い

〈
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
態
論
〉

何
百

gnr
の
方
法
は
、
「
態
度
」
を
各
種
の
表
出
さ
れ
た
意
見
か
ら
の
組

織
体
と
考
え
、
各
意
見
項
目
を
顕
在
変
数
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
反
応
聞
の

相
関
関
係
か
ら
‘
潜
在
変
数
た
る
一
般
因
子
の
帰
納
的
抽
出
を
試
み
る
方
法

で
あ
っ
た
。
こ
の
熊
凌
測
定
法
は
、

操
作
的
に
は
意
見
測
定
、

す
な
わ

ち
、
意
見
に
対
す
る
反
応
間
の
一
貫
性
あ
る
い
は
共
変
を
測
定
の
基
盤
と
す

政治的態度の測定

る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
測
定
が
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
、
析
出
さ

れ
る
因
子
を
「
態
度
」
の
説
明
と
な
し
う
る
た
め
に
は
、
意
見
に
対
す
る
反

応
と
い
う
言
語
行
動
が
、
あ
る
特
定
の
文
脈
の
下
に
、
個
人
の
内
面
に
整
合

的
に
内
在
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
数
学

的
に
析
出
さ
れ
た
一
般
因
子
を
、
政
治
的
環
境
に
対
し
て
一
定
の
継
続
的
な

見
方
を
生
じ
さ
せ
、

一
定
の
仕
方
で
内
的
方
向
づ
け
を
与
え
る
、
個
々
人
特

有
の
「
繕
え
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
操
作
的
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
定
義
と
「
態
度
」
と
の
対
応
関
係

が
設
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
、
「
態

度
」
の
統
合
性
な
い
し
一
貫
性
は
、
論
理
的
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
心
理
的

で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
o

夕
、
話
口
口
片
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な
見
解
は
、
当
然
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
と
は
異
な
る
。
後
者
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
を
、
自
覚
的
か
つ
論
理
的
に
首
尾
一
貫
し
た
一
つ
の
世
界
観
、
す
な
わ

ち
、
政
治
的
実
践
を
基
準
に
し
て
物
事
を
判
断
し
、
敵
の
虚
偽
性
を
暴
露
す

る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
思
考
様
式
と
し
て
と
ら
え
る
。
し
か
し
、
両
者
の
差

異
は
、
社
会
心
理
学
の
「
経
験
主
義
」
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
「
原
理
主
義
」

の
対
比
と
い
っ
た
、
純
粋
に
方
法
論
的
な
問
題
と
し
て
、
充
分
説
明
し
う

る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
場
合
に
は
、
現
実
に
英
国
社
会
の
中
で

機
能
し
て
い
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
存
在
形
態
が
、
こ
の
よ
う
な
「
経
験

主
義
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
適
合
す
る
、
と
い
っ
た
方
が
よ
り
真
実
で
あ
る
。

従
来
、
早
耳
コ
の
「
の
方
法
を
適
用
し
た
り
、
操
作
的
に
意
見
測
定
に
依
存

し
て
行
わ
れ
て
き
た
態
度
調
査
は
、
析
出
さ
れ
た
因
子
を
構
成
す
る
要
素
の
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半千

ア
ソ
ヴ
ィ
パ
レ
ン
ト
な
結
果
か
ら
、
そ
の
命
名
に
苦
ん
で
き
た
。
そ
の
際
、

被
験
者
の
意
見
に
対
す
る
反
応
が
、
「
立
て
前
」
で
あ
る
か
「
本
音
」
で
あ
る

資

か
を
め
ぐ
っ
て
、
解
釈
が
紛
糾
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

単
に
、
結
果
の
解
釈
や
調
査
技
術
の
問
題
で
は
な
く
、
日
本
社
会
に
お
け
る
、

社
会
的
態
度
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
存
在
形
態
に
由
来
す
る
問
題
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
測
定
の
操
作
上
利
用
さ
れ
る
「
意
見
」
そ
の
も
の
の
存
在
様
式
か
ら

由
来
す
る
問
題
で
あ
る
。

通
常
、

日
本
人
の
意
見
行
動
に
関
し
て
な
さ
れ
る
指
摘
、
「
表
出
さ
れ
る

意
見
は
、
真
の
意
見
で
は
な
く
、
立
て
前
で
あ
る
」
や
、
外
国
の
日
本
研
究

家
が
、
日
本
人
の
思
考
様
式
に
つ
い
て
な
す
指
摘
、
「
日
常
的
な
生
活
様
式(

3
)
 

と
社
会
的
、
政
治
的
問
題
に
対
し
て
公
に
な
さ
れ
る
意
見
と
の
分
裂
」
は
、

こ
の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
糸
口
を
与
え
る
。
す
な
わ
ち
、
日
常
の
生
活
経

験
か
ら
生
ま
れ
る
公
的
諸
問
題
に
対
す
る
利
益
関
心
や
課
題
関
心
が
、
そ
の

ま
ま
、
「
意
見
」
と
し
て
は
表
出
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
ま
た
、
社
会
的
政

治
的
機
能
の
観
点
か
ら
み
ら
れ
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
、
個
人
の
生
活
経

験
の
側
か
ら
み
ら
れ
る
「
社
会
的
態
度
」
と
の
聞
に
は
、
必
ず
し
も
整
合
的

な
対
応
関
係
が
成
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
社
会
の
こ
の
精
神
的
風

土
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
操
作
的
に
意
見
測
定
に
依
存
す
る
調
査
か
ら
得

ら
れ
る
結
果
を
、
「
能
博
氏
」
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、
妥
当
性
を
欠
く
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
結
果
は
、
い
か
に
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

(

3

)

カ
ー
ル
・
レ

l
ヴ
ィ
ア
ト
、
柴
田
治
三
郎
訳
・
ョ

l

ロ
ヅ
パ
の
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
二
十
三
年
o

m
E
F窓
口
0
・
戸
〉
・
日
本
の
左
翼
・
阿
部
達
味
訳
、
日
米
フ
ォ
ー
ラ

ム
、
一
九
六
三
・
九
月
号
。

〈
日
本
人
の
社
会
化
過
程
〉

以
上
、
同
3
2
n
F
の
方
法
を
日
本
社
会
へ
適
用
す
る
際
に
検
討
さ
れ
て
き

た
諸
問
題
は
、
結
局
、
日
本
と
英
国
に
お
け
る
社
会
化
過
程
に
関
す
る
差
異

(
4
)
 

の
問
題
に
帰
着
す
る
。
個
人
の
態
度
の
内
容
や
性
質
は
、
そ
の
態
度
が
形
成

さ
れ
る
過
程
の
特
質
に
依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

思ー
ω
g
n
r
の
研
究
の
場
合
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
次
元
に
お
け
る
吋

2
問

7
i

B
E
F
L口
2
m
l吋，

g舟
7
2
5
L丘
忠
臣
の
軸
は
、
連
合
の
学
習
に
よ
る
社
会
化

の
現
わ
れ
と
し
て
、
「
内
向
型
」
か
ら
「
外
向
型
」
へ
、
過
度
の
社
会
化
か

ら
社
会
化
不
充
分
へ
ま
た
が
る
一
つ
の
連
続
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、
い
わ
ば
、
英
国
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
「
内
部
志
向
型
」
的
人
間
類
型

の
想
定
が
明
ら
か
に
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
次
元

の
わ
0
5
2
g
g
ヨl
H
N
包
-g-25
の
軸
は
、
快
楽
主
義
的
学
習
か
ら
形
成
さ

れ
る
一
つ
の
連
続
し
た
軸
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
も
、
「
政
党
は
い
わ
ば
構

造
化
さ
れ
た
意
見
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
経
験
的
に
定
立
可
能
な
、
英
国
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的
政
党
の
存
在
す
る
特
定
の
政
治
文
化
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

英
国
の
場
合
に
は
、
社
会
化
の
担
い
手
は
、
家
庭
、
階
級
、
教
会
、
政
党
、

各
種
の
自
発
的
結
社
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
単
な
る
機
能
集
団
で
は
な

く
、
個
々
人
に
日
常
生
活
の
場
を
提
供
し
、
所
属
意
識
を
与
え
、
全
体
の
政

治
社
会
の
中
で
独
自
の
部
分
文
化
を
再
生
産
し
て
い
る
社
会
的
環
境
で
あ

る
。
政
治
社
会
は
、
そ
れ
ら
各
種
の
集
団
の
利
益
や
価
値
関
心
の
制
度
的
統

合
体
と
し
て
表
象
さ
れ
、
そ
れ
放
に
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と
政
治
的
志
向

性
と
の
間
に
対
応
的
関
係
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
英
国
に

お
い
て
は
、
個
人
の
態
度
に
含
ま
れ
る
党
派
性
は
、
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
な

の
で
あ
る
。
こ
の
自
然
な
分
法
的
社
会
観
は
、
あ
る
特
定
の
仕
方
で
、
人
々

の
世
界
像
を
統
一
的
に
秩
序
、
、
つ
け
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
特
に
二
分
法
的
な
思
考
様
式
が
一
般
的
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
統
一
的

な
世
界
像
を
秩
序
ゃ
つ
け
る
仕
方
は
、
対
照
的
、
力
学
的
、
し
た
が
っ
て
論
理

(
5〉

的
な
傾
向
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
操
作
的
に
、
個
々
の
意
見
の
組

織
体
と
し
て
析
出
さ
れ
る
因
子
を
、
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
や
態
度
の

政治的態度の測定

表
現
と
し
て
次
元
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
場
合
に
は
、
社
会
化
の
担
い
手
は
、
学
校
、
マ

ス
コ
ミ
、
官
僚
機
構
の
末
端
組
織
、
そ
れ
と
同
じ
機
能
を
代
替
す
る
自
然
村

秩
序
で
あ
る
。
そ
の
際
、
社
会
的
価
値
と
そ
の
制
度
化
は
、
白
生
的
に
社
会

生
活
の
中
か
ら
経
験
的
に
統
合
化
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
上
か

ら
「
機
構
」
を
通
じ
て
、
「
正
教
」
と
い
う
形
で
設
定
さ
れ
て
き
た
と
い
え

る
の
で
あ
る
。
社
会
化
の
重
要
な
担
い
手
で
あ
る
学
校
や
マ
ス
コ
ミ
は
、
い

わ
ば
、
「
正
教
」
の
管
理
者
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
自
己
の
正
統
性
の
根
拠

を
、
開
明
主
義
と
「
政
治
的
中
立
性
」
に
置
く
た
め
、
党
派
性
が
忌
避
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
教
化
さ
れ
る
「
正
教
」
と
日
常
感
覚

と
の
ず
れ
が
、
必
然
的
に
結
果
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
一
種
の
二
重
思
考

を
、
個
人
の
心
理
の
中
で
解
消
さ
せ
、
何
ら
か
の
統
一
あ
る
世
界
像
を
秩
序

づ
け
る
心
理
的
機
制
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
恐
ら
く
有
機
的
、
審
美

〈

6
)

的
な
も
の
と
な
ろ
う
。
析
出
さ
れ
た
因
子
に
含
ま
れ
る
要
素
を
、
論
理
的
に

解
釈
し
て
、
適
切
な
命
名
を
下
そ
う
と
す
る
試
み
が
失
敗
す
る
理
由
は
、
こ

の
点
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
の
点
に
留
意
す
れ
ば
、
操
作
的
に
意
見
測
定
に
依
存
す
る
調
査
か
ら

析
出
さ
れ
る
因
子
を
、
「
態
度
」
(
全
国
吉
田
F
H
F
D

口
)
と
考
え
る
こ
と
は
妥
当
性

を
欠
く
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
の
因
子
は
、
宣
布
さ
れ
て
い
る
「
正
教
」

へ
さ
ら
さ
れ
る
度
合
と
そ
の
位
層
差
を
表
わ
す
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
、

「
正
教
」
は
、
法
規
主
義
と
慈
恵
主
義
を
特
性
と
す
る
か
ら
、
も
し
も
、
パ

-
ソ
ナ
リ
テ
ィ
l
の
型
が
教
化
さ
れ
や
す
き
に
依
存
す
る
と
す
れ
ば
、
パ
-

ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
社
会
態
度
に
反
映
さ
れ
る
次
元
は
、
物
事
の
処
理
を
制
度
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や
機
構
に
依
存
す
る
型
と
、
極
端
に
操
作
主
義
的
に
な
る
か
、
あ
る
い
は
制

度
外
的
力
に
依
存
す
る
か
の
型
と
に
分
れ
る
で
あ
ろ
う
。

資

(

4

)

英
国
と
日
本
に
お
け
る
社
会
化
過
程
の
問
題
に
関
し
て
示
唆
的
な

も
の
。

同
-nrmH《
日
間
D
目。

U
H
U
C
E
R
m
Fロ
開
口
同
一

ωロ
仏
山
円
、
昨
己
ゆ
切

S
者
P
H申
出
品
・

担
口

rmwH仏
河
口
凹
同
町
《
同
日
∞
宮
内
出

g

E
∞
ユ
昨
日
「
可
c-HCnmw
ロ
角
田
ロ
自
己
一

m
p

H
由
自
由
・

河
口
宮
同
門
巧
己

r
F
E
g
u
同，

z
p
o『

2
F
C
M
F三

C
2
5
5
q

HνRwm山田
w]忘
由
品
・

〉
-
出
・
回

-
5
7

引

ω自
白
一
一
、
H
C
J々
口
可
《

L
E
g
-
o
x
r
E
-
呂
町
由
-

Y
向

-
m
g円
。
同
町
吋
包
会

t
oロ
山
口
仏

hrmw口問
0

・
C
M
K
D
L一、
HmE由
。
・

京
極
純
一
現
代
日
本
に
お
け
る
政
治
行
動
様
式
、
思
想
・
一
九
五
二

年
、
九
月
号
・
十
月
号
・
十
二
月
号
。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
思
想
・
一
九
六

一
年
六
月
号
。

日
本
社
会
と
「
憲
法
問
題
」
感
覚
、
思
想
・
一
九
六
二

年
六
月
号
。

神
島
二
郎
・
近
代
日
本
の
精
神
構
造
、
昭
和
三
十
六
年
・
岩
波
書
庖
。

同
義
武
編
・
現
代
日
本
の
政
治
過
程
、
昭
和
三
十
三
年
・
岩
波
書
応
。

(

5

)

こ
の
種
の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
手
掛
り
と
し
て
。

円
。

c
z
明
日
江
口
問
。
円
U

〉
吋
，

r。
934
。「

n
o
=
m
E
C
J
d
ワ
佐
伯

2
d
E
Mのの
U

閉
山

O
F
H
ν

。R
B
o
p
呂
町
、
吋
(
邦
訳
あ
り
)

∞
同
門
円
〈
。

H
〕

2
2口
岡
田

w
M
U
R
Q
同
V
C
E
c
a
J『
O
一
口
同
・
。
回
目
r
H
E
m
p

H
申
出
N
.

(

6

)

こ
の
点
に
関
す
る
一
つ
の
手
掛
り
と
し
て
、

4

エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
・
特
集
号
驚
く
べ
き
日
本
、
河
村
厚
訳
・
竹
内
書
官
房

一
九
六
三
年

O

H
W
切
包
子

ω
(
前
掲
書
)

外
国
人
の
見
た
日
本
・
筑
摩
書
一
一
男
、
昭
和
三
十
六
年
。
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〈
目
的
と
対
象
〉

恩師
g
n
r
の
態
度
測
定
は
、
当
該
政
治
社
会
に
存
在
す
る
主
要
社
会
諸
集

団
や
政
治
諸
集
団
の
聞
の
配
置
関
係
を
、
行
動
論
的
に
説
明
し
よ
う
と
試
み

る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
配
置
関
係
は
、
各
集
団
の
行
動
傾
向

に
則
し
て
、
経
験
的
に
検
証
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
目
的
に
照
ら
す
と
き
、
日
本
社
会
に
存
在
す
る
各
社
会
集
団
や
政
治

集
団
を
、
日
常
的
な
使
用
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
被
験
者
集
団
と
す
る
こ

と
が
妥
当
か
否
か
の
問
題
が
生
ず
る
。
従
来
の
諸
研
究
が
結
果
の
ア
ン
ヴ
ィ

パ
レ
ン
ス
に
悩
ん
だ
理
由
の
一
半
は
こ
の
点
に
あ
る
。
英
国
の
場
合
に
は
、

政
治
過
程
の
中
で
機
能
す
る
諸
集
団
は
、
明
確
な
役
割
分
化
を
も
っ
た
「
硬

性
組
織
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
は
、
安
定
し
た

明
確
な
役
割
構
造
を
欠
如
し
、
各
種
の
役
割
を
代
替
す
る
「
軟
性
組
織
」
な

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
集
団
の
成
員
で
あ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、

あ
る
特
定
の
行
動
様
式
を
共
有
し
て
い
る
事
実
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
あ



る
集
団
の
日
常
名
は
、
必
ず
し
も
、
そ
の
集
団
の
行
動
様
式
を
暗
示
す
る
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
切
3
2
n
r
の
態
度
測
定
を
適
用
す
る
研
究
で
は
、
日
本
社
会

に
存
在
す
る
主
要
政
治
諸
集
団
を
そ
の
ま
ま
被
験
者
集
団
と
し
て
設
定
す
る

」
と
は
、
妥
当
性
を
欠
く
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
横
断
し
て
、
操
作

的
観
点
か
ら
の
再
区
分
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
英
国
の
場

合
で
も
、
二
大
政
党
制
を
前
提
に
す
る
と
き
に
は
、
単
純
に
、
保
守
党
l
労

働
党
の
軸
で
は
不
充
分
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
保
守
党
の
伝
統
主
義
派
と
労

働
党
の
原
理
主
義
派
、
保
守
党
の
改
革
派
と
労
働
党
の
修
正
派
と
の
対
抗
関

係
と
し
て
説
明
し
う
る
軸
を
設
定
し
た
方
が
、
よ
り
充
分
に
説
明
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
日
本
の
場
合
に
は
、
日
本
人
の
社
会
化
過
程
に
関
す
る
わ
れ
わ

れ
の
仮
説
か
ら
、
次
の
よ
う
な
操
作
的
区
分
を
な
す
の
が
有
益
か
も
知
れ
な

い
。
す
な
わ
ち
、
自
然
村
的
、
所
与
的
秩
序
か
ら
の
解
放
度
を
一
応
の
基
準

と
し
、
実
体
的
に
は
、
「
新
中
間
層
」
と
「
旧
中
間
層
」
の
構
成
分
布
か
ら
、

各
諸
集
団
を
再
区
分
す
る
仕
方
で
あ
る
。
次
に
、
そ
れ
ら
の
、
経
済
学
的
な

政治的態度の測定

い
し
社
会
学
的
意
味
に
お
け
る
中
間
層
と
政
治
学
的
意
味
に
お
け
る
中
間
層

(
5
5
g
E
5
5
n
g
m日
立
と
の
対
応
関
係
が
検
討
さ
れ
る
。
こ
の
対
応
関
係

の
設
定
は
、
わ
れ
わ
れ
の
操
作
的
観
点
か
ら
い
っ
て

一
つ
の
便
利
な
点
を

も
っ
て
い
る
。
政
治
学
的
意
味
に
お
け
る
中
間
層
は
、
あ
る
政
治
体
制
が
そ

の
正
統
性
の
根
拠
と
す
る
「
正
教
」
を
忠
実
に
受
容
し
、
誠
実
に
信
奉
す
る

集
団
を
指
す
か
ら
、
こ
れ
を
一
つ
の
軸
と
し
て
測
定
を
試
み
る
な
ら
ば
、
存

在
す
る
諸
集
団
の
配
置
関
係
を
包
括
的
に
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
想
定
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

6五

予

査

備

調

ノ¥

目

的
¥/ 

わ
れ
わ
れ
の
「
政
治
的
態
度
の
測
定
」
研
究
は
、
日
本
社
会
に
存
在
す
る

主
要
政
治
諸
集
団
の
配
置
関
係
を
、
正
統
的
な
ス
テ
レ
オ
・
タ
イ
プ
か
ら
構

成
さ
れ
る
「
態
度
」
と
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
両
次
元
に
よ
っ
て
、
い
か
に

説
明
し
う
る
か
の
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
政
治
的
略
法
民
の

一
般
因
子
を
統
計
的
な
相
関
性
に
よ
っ
て
析
出
す
る
方
法
を
採
用
す
る
。
し

か
し
、
そ
の
適
用
に
は
、
前
節
で
提
起
さ
れ
た
よ
う
な
幾
つ
か
の
間
題
が
生

ず
る
。
こ
の
予
備
調
査
は
、
そ
う
い
っ
た
諸
点
を
解
決
す
る
た
め
に
試
み
ら

れ
た
前
提
的
作
業
の
一
部
で
あ
る
。

〈手

続

き
ヘJ

。
被
験
者
の
問
題

わ
れ
わ
れ
の
「
政
治
的
態
度
の
測
定
」
研
究
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
政
治
的
中
間
層
な
い
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
集
団
を
被
験
者
集
団
と
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
被
験
者
集
団
の
標
本
化
自
体
が
わ
れ
わ
れ

の
操
作
的
観
点
か
ら
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
予
備
調

資

査
で
は
、
そ
の
問
題
は
割
愛
さ
れ
、
単
に
、
便
宜
上
の
理
由
か
ら
、
学
生
を

被
験
者
集
団
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
予
備
調
査
は
、
わ
れ
わ
れ
の
研

究
全
体
に
と
っ
て
、
非
常
に
限
定
さ
れ
た
意
味
を
も
つ
に
と
ど
ま
る
の
で

あ
る
。

0

質
問
肢
の
問
題

一
般
因
子
の
抽
出
と
そ
の
命
名
は
、
研
究
者
の
用
い
た
態
度
変
数
の
質
、

具
体
的
に
は
、
質
問
肢
と
し
て
設
定
さ
れ
た
意
見
に
含
ま
れ
る
内
容
と
、
研

究
者
の
主
観
的
解
釈
と
に
よ
っ
て
著
し
く
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
予
備
調
査
に

あ
っ
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
仮
説
に
し
た
が
っ
て
、
教
化
過
程
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
る
「
正
教
」
に
対
す
る
順
反
応
と
逸
脱
を
示
し
う
る
よ
う
な
、
正
統

的
ス
テ
レ
オ
・
タ
イ
プ
を
質
問
肢
と
し
て
挿
入
し
た
。
そ
の
際
、
学
校
の
教

科
書
や
マ
ス
コ
ミ
に
現
わ
れ
た
正
統
的
ス
テ
レ
オ
・
タ
イ
プ
と
、
日
常
の
生

活
経
験
か
ら
流
出
す
る
「
庶
民
の
知
恵
」
と
が
質
問
肢
と
し
て
選
択
さ
れ

た
。
こ
の
質
問
肢
の
構
成
は
、
一
方
で
は
各
「
正
教
」
に
対
す
る
位
層
差
、

他
方
で
は
、
各
「
正
教
」
に
対
す
る
信
従
度
の
析
出
を
意
図
し
た
も
の
で

あ
る
。

(
1〉

我
々
は
、
質
周
肢
と
し
て
次
の
六
十
項
目
を
作
製
し
た
。

被
験
者

は
、
各
質
問
肢
に
つ
き
、
「
強
く
賛
成
」
、
「
や
や
賛
成
」
、
「
わ
か
ら
な

い
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
」
、
「
や
や
反
対
」
、
「
強
く
反
対
」
の
五
段
階
に

し
た
が
っ
て
解
答
す
る
o
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意

自己

述

見

の

1

国
家
は
、
そ
の
成
員
で
あ
る
個
人
の
利
益
の
た
め
に
存
在
す
る
の

で
あ
っ
て
、
個
人
が
国
家
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

2

朝
鮮
人
や
中
国
人
は
、
先
天
的
に
日
本
人
に
劣
っ
て
い
る
。

3

新
憲
法
は
、
制
定
当
時
、
大
多
数
の
国
民
が
歓
迎
し
た
の
で
あ
る

か
ら
、
押
し
つ
け
で
は
な
い
。

4

究
極
的
に
は
、
私
有
財
産
は
廃
止
さ
れ
、
完
全
な
社
会
主
義
が
突

施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

ヤ
ク
ザ
や
売
春
婦
、
変
質
者
な
ど
は
、
も
っ
と
段
重
に
取
締
る
ベ

き
で
あ
る
。

6
平
和
の
た
め
に
は
、
わ
が
国
の
主
権
や
統
治
権
が
制
限
さ
れ
る
の

も
や
む
を
え
な
い
。

7

い
く
ら
悪
法
で
も
、
い
ち
ど
制
定
さ
れ
た
法
律
に
は
従
う
の
が
市

民
の
義
務
で
あ
る
。

8

エ
ロ
映
画
、
エ
ロ
出
版
物
の
取
締
り
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
。

9

社
会
の
落
伍
者
は
、
怠
惰
か
、
自
分
が
惑
い
の
だ
か
ら
、
同
情
に

は
値
し
な
い
o

m
女
性
も
、
男
性
と
同
等
に
、
恋
愛
の
自
由
を
享
受
す
る
権
利
を
も

っ
て
い
る
o

u
選
挙
は
、
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
民
主
国
家
の
神
聖
な
義
務
で
あ



政治的態度の測定

る
か
ら
、
棄
権
は
よ
く
な
い
。

ロ
普
通
の
人
な
ら
、
特
定
の
宗
教
が
な
く
て
も
十
分
幸
福
な
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
o

u
選
挙
の
腐
敗
を
防
止
す
る
に
は
、
連
座
制
を
強
化
さ
せ
て
厳
罰
主

義
で
の
ぞ
む
べ
き
で
あ
る
。

U

新
憲
法
で
、
天
皇
の
地
位
が
象
徴
と
い
う
表
現
で
は
不
明
確
で
あ

る
か
ら
、
天
皇
は
元
首
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
死
刑
は
野
蛮
で
あ
る
か
ら
、
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

日
山
二
、
三
の
例
外
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
般
的
に
い
っ
て
、

朝
鮮
人
は
み
な
非
常
に
に
て
い
る
。

げ
一
般
に
、
拷
聞
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
黙
秘
権
を
権
利

と
認
め
る
こ
と
は
行
き
す
ぎ
で
あ
る
。

お
わ
れ
わ
れ
は
、
会
社
に
対
し
て
忠
誠
義
務
が
あ
る
よ
う
に
、
国
家

に
対
し
て
も
忠
誠
義
務
が
あ
る
。

ぬ
堕
胎
は
、
法
律
に
よ
っ
て
取
締
る
べ
き
で
あ
る
。

お
町
の
お
祭
り
や
行
事
は
時
代
お
く
れ
で
あ
り
、
休
日
は
ゆ
っ
く
り

レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し
ん
だ
方
が
よ
い
。

幻
資
本
主
義
は
労
働
者
を
搾
取
し
て
、
生
産
労
働
の
全
価
値
を
労
働

者
に
与
え
な
い
か
ら
、
資
本
主
義
は
非
道
徳
的
で
あ
る
。

位
戦
後
の
教
育
は
、
規
律
と
秩
序
の
面
を
忘
れ
て
い
る
。

幻
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
限
り
、
個
人
の

a

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
自
由

を
享
受
す
る
権
利
が
あ
る
。

A-
q
L
 

結
婚
前
の
自
由
な
性
交
は
、
本
人
の
責
任
で
行
う
限
り
許
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。

お
核
戦
争
の
時
代
に
は
、
中
途
半
端
な
軍
備
は
百
害
あ
っ
て
一
利
な

、。、uw

お
戦
後
の
凶
悪
犯
罪
の
増
加
は
、
善
良
な
市
民
の
人
権
よ
り
、
犯
罪

人
の
人
権
を
尊
重
し
す
ぎ
る
せ
い
で
あ
る
。

幻

ス

イ

ス

、

ォ

l
ス
ト
リ

l
、
ス
ェ

l
デ
ン
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

中
立
国
は
す
べ
て
軍
備
の
充
実
に
努
め
て
い
る
が
、
日
本
も
、
米
国

の
支
配
よ
り
脱
し
て
独
立
す
る
に
は
国
防
の
充
実
が
必
要
で
あ
る
。

お
現
在
の
国
際
緊
張
の
原
因
は
、
ソ
連
、
中
国
の
共
産
主
義
よ
り
、

米
帝
国
主
義
に
あ
る
o

m
ウ
ソ
も
方
便
で
と
き
に
は
よ
い
も
の
で
あ
る
。

ω
現
在
、
日
本
の
政
界
の
腐
敗
は
、
派
閥
の
存
在
に
あ
る
が
、
こ
れ

を
な
く
す
る
に
は
、
政
党
を
規
律
す
る
法
律
を
作
っ
て
規
正
す
べ
き

で
あ
る
。

別
選
挙
の
時
、
買
収
が
問
題
と
な
る
が
、
金
を
も
ら
っ
て
そ
の
候
補

者
に
投
票
し
な
い
で
黙
っ
て
い
れ
ば
よ
い
。

担
旧
制
の
中
学
や
高
校
の
教
育
は
「
人
づ
く
り
」
と
し
て
立
派
な
る

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
復
活
し
た
方
が
よ
い
。

お
偽
善
者
よ
り
は
偽
悪
者
の
方
が
好
ま
し
い
。

川
品
結
婚
以
外
の
性
関
係
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
悪
で
あ
る
。

お
い
ま
の
選
挙
法
で
は
、
個
別
訪
問
を
禁
じ
、
文
書
、
ポ
ス
タ
ー
、

話
し
合
い
な
ど
、
政
党
の
活
動
を
制
限
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
な
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る
べ
く
撤
廃
し
て
自
由
な
活
動
を
許
す
べ
き
で
あ
る
。



料

36 

資

最
近
、
松
江
市
で
、
オ
リ

γ
ピ
ツ

F
大
会
役
員
、
か
「
聖
火
」
か
ら

タ
パ
コ
の
火
を
つ
け
た
こ
と
が
明
る
み
に
出
た
と
新
聞
が
報
じ
た

が
、
か
か
る
非
常
識
な
者
は
厳
重
に
罰
す
る
べ
き
で
あ
る
。

幻
最
近
可
医
師
会
・
農
業
団
体
な
と
政
治
に
圧
力
を
か
け
る
傾
向
が

目
立
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
議
会
政
治
を
ゆ
が
め
る
も
の
で
あ
る
。

回
日
本
が
国
連
中
心
主
義
で
あ
っ
て
、
海
外
派
兵
の
義
務
を
拒
否
す

る
の
は
、
権
利
だ
け
を
主
張
し
て
義
務
を
回
避
す
る
も
の
で
あ
る
o

mm

革
命
に
よ
っ
て
国
が
ら
が
変
わ
る
よ
り
は
、
戦
争
の
方
が
ま
だ
ま

し
で
あ
る
。

ω
競
争
と
出
世
に
あ
く
せ
く
す
る
よ
り
、
仲
間
と
仲
よ
く
、
愛
さ
れ
、

楽
し
く
暮
し
た
方
が
よ
い
。

H
H

他
人
や
周
囲
の
お
も
わ
く
を
気
に
せ
ず
、
毅
然
と
し
て
自
己
の
正

し
い
と
思
う
道
を
行
く
べ
き
で
あ
る
。

必
わ
が
国
で
は
、
外
国
の
よ
う
に
教
会
が
な
い
か
ら
、
学
校
で
道
徳

教
育
を
行
う
の
が
正
当
で
あ
り
、
当
然
で
あ
る
。

必
う
ま
く
や
り
さ
え
す
れ
ば
、
た
ま
に
切
符
を
買
わ
ず
に
旅
行
し
て

も
害
は
な
い
。

斜
レ
ス
リ
ン
グ
、
ボ
ク
シ
ソ
グ
な
ど
の
血
な
ま
ぐ
さ
い
ス
ポ
ー
ツ

は
、
残
酷
で
有
害
で
あ
る
か
ら
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
。

日
目
実
際
的
な
人
間
は
、
思
想
家
や
知
識
人
よ
り
社
会
に
と
っ
て
有
用

で
あ
る
o

M
W

あ
ま
り
、
自
分
の
我
を
通
し
、
意
見
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
社
会

の
組
織
を
破
壊
し
、
平
和
に
や
っ
て
い
く
こ
と
の
さ
ま
た
げ
に
な
る
。

宏
い
者
は
、
学
生
運
動
を
や
る
く
ら
い
の
意
気
と
熱
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

必
戦
後
、
か
つ
て
の
教
育
勅
語
が
な
く
な
っ
た
が
、
新
憲
法
の
精
神

こ
そ
は
、
新
し
い
時
代
ー
の
理
念
で
あ
り
、
教
育
勅
語
で
あ
る
べ
き
で

丸
叩
マ
告
。

。
現
在
の
政
治
の
腐
敗
や
混
乱
は
、
政
党
や
派
閥
や
圧
力
団
体
が
国

民
と
議
会
と
の
悶
に
介
在
し
て
い
る
か
ら
で
、
い
っ
そ
こ
れ
ら
を
な

く
し
た
方
が
よ
い
。

日
人
生
の
幸
福
は
、
自
分
の
能
力
に
合
っ
た
仕
事
に
専
心
没
頭
す
る

こ
と
で
あ
る
。

日
労
働
組
合
の
団
結
の
た
め
に
は
、
多
少
無
理
が
あ
っ
て
も
、
上
か

ら
の
指
令
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。

臼
組
合
も
会
社
あ
っ
て
の
組
合
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
企
業
の
利
益
に

矛
盾
し
な
い
範
囲
で
、
組
合
の
利
益
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

日
院
外
の
デ
モ
や
組
織
的
圧
力
は
、
多
数
決
と
話
し
合
い
を
基
礎
に

す
る
民
主
政
治
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
自
分
の
支
持
す
る
政
党
や
候
補
者
に
金
を
寄
附
す
る
こ
と
は
単
一
ま

し
く
な
い
。

日
現
在
の
派
閥
や
政
党
の
腐
敗
を
な
く
し
、
政
治
と
国
民
を
直
結
さ

せ
る
に
は
、
首
相
公
選
制
に
改
め
る
方
が
望
ま
し
い
。

白
川
十
ラ
リ
ー
が
上
る
よ
り
は
、
週
二
回
の
レ
ジ
ャ
ー
が
あ
っ
た
方
が

良
、
。

訂
現
在
の
福
祉
国
家
で
は
、
政
治
は
「
人
民
に
よ
る
政
治
」
で
あ
る

47 
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よ
り
も
「
人
民
の
た
め
の
政
治
」
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

日
現
在
の
わ
が
国
の
教
育
に
は
、
国
家
と
し
て
の
よ
る
べ
き
基
準
が

な
く
、
教
育
の
政
治
的
中
立
性
が
犯
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
、
国

家
が
教
育
理
念
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。

目
安
定
し
て
い
る
が
、
あ
じ
け
な
い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
よ
り
も
、

多
少
危
険
が
あ
っ
て
も
何
か
一
つ
独
立
の
企
業
を
や
る
方
が
生
き
甲

斐
が
あ
る
。

ω
合
理
的
な
経
済
機
構
と
能
率
的
な
行
政
管
理
が
整
備
さ
れ
れ
ば
、

政
治
や
政
界
な
ど
は
不
必
要
で
あ
る
o

/¥ 

結

果
〉

操
作
的
に
、
ス
テ
レ
オ
・
タ
イ
プ
的
音
叫
見
に
対
す
る
反
応
を
求
め
る
調
査

に
お
い
て
は
、
当
該
社
会
に
お
い
て
「
正
統
」
と
思
わ
れ
る
反
応
が
純
機
械
的

に
表
わ
れ
る
と
し
て
も
、
表
出
さ
れ
る
反
応
群
が
必
ず
し
も
ア
ン
ヴ
ィ
パ
レ

ン
ト
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
通
常
、
個
々
の
ス
テ
レ
オ
・
タ
イ
プ
的
意
見

は
、
大
衆
操
作
的
に
、
あ
る
特
定
の
仕
方
で
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
、
特
定
の

文
脈
の
中
へ
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
「
正
教
」
と

政治的態度の測定

呼
ぶ
も
の
は
、
こ
の
種
の
セ
ッ
ト
の
こ
と
で
あ
る
。
通
常
、
そ
れ
は
、
二
価

的
な
社
会
観
を
特
性
と
す
る
か
ら
、
人
々
の
世
界
像
の
秩
序
づ
け
は
、
異
質

的
な
も
の
を
統
合
す
る
何
ら
か
の
論
理
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

一
方
を
反
価

値
化
し
、
そ
の
残
余
、
が
自
然
的
に
秩
序
を
形
成
す
る
と
い
っ
た
仕
方
に
よ

る
。
他
方
、
「
正
教
」
は
、
当
該
社
会
の
正
統
的
価
値
体
系
を
引
照
基
準
す

る
青
磁
酬
の
組
織
化
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
正
教
」
に

対
す
る
信
従
の
機
制
は
、
当
該
社
会
の
「
顕
教
」
、
「
密
教
」
の
構
造
と
対
応

関
係
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。

顕
教
的
レ
ベ
ル
で
考
え
る
限
り
、
日
本
社
会
の
価
値
体
系
は
、
経
験
的
に

制
度
化
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
上
か
ら
「
機
構
」
を
通
じ
て
設
定
さ

れ
て
き
た
と
い
う
特
徴
を
も
っ
。
個
人
の
内
心
の
基
準
な
ら
び
に
秩
序
形
成

の
基
準
ま
で
が
上
か
ら
設
定
さ
れ
る
時
に
は
、
そ
の
基
準
の
正
し
さ
の
弁
証

は
、
一
種
の
強
迫
性
を
帯
び
る
。
そ
の
際
、
通
常
採
用
さ
れ
る
弁
証
法
は
、

在
来
の
生
活
様
式
や
秩
序
形
成
の
基
準
の
否
定
を
一
方
の
極
と
し
、
他
方
の

極
を
開
明
主
義
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
顕
教
的
部
分
は
、
「
近
代

化
」
、
「
民
主
主
義
」
、
「
平
和
主
義
」
、
「
社
会
主
義
」
と
い
っ
た
象
徴
群
を
媒

介
に
販
布
と
消
費
が
な
さ
れ
る
。

他
方
、
問
題
の
具
体
的
処
理
に
お
い
て
は
、
政
治
的
技
能
や
、
な
ん
ら
か

の
「
操
作
」
や
「
力
」
の
行
使
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
政
治

状
況
の
中
で
、
い
か
な
る
方
途
を
選
択
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
極
度
に
状

況
的
で
あ
り
戦
略
的
性
格
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
が
、
密
教

を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
想
定
の
下
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
因
子
分
析
の
結
果
析
出
さ
れ
る
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次
元
の
座
標
系
を
、

一
方
は
「
正
教
」
の
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座
標
系
、
他
方
を
「
政
治
的
技
能
」
の
座

標
系
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
前
者
の
軸

は
、
「
正
教
」

の
位
周
差
を
表
わ
し
、

後

者
の
軸
は
、
「
機
構
」
へ
の
依
存
と
、
「
制

で 度
あ外
るE的
。)力

し-

J¥ 

の
依
存
を
両
極
と
す
る
の

〈
解
釈
の
検
証
〉

わ
れ
わ
れ
の
解
釈
の
妥
当
性
は
、
各
種

の
被
験
者
集
団
に
つ
い
て
得
ら
れ
た
結
果

が
、
日
本
社
会
に
存
在
す
る
主
要
政
治
集

• (2)) 

団
の
配
置
関
係
を
充
分
包
括
的
に
説
明
し

う
る
か
一
合
か
に
依
存
す
る
。

し
た
が
っ

て
、
そ
の
検
討
は
、
現
段
階
は
不
可
能
で

あ
る
。し

か
し
、
全
く
別
な
近
似
的
検
証
法
と

し
て
、
あ
る
特
定
被
調
査
集
団
の
政
治
的

秩
序
感
を
検
討
す
る
仕
方
が
あ
る
。
す
な

ち
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
両



政治的態度の測定

(

2

)

 

因
子
分
析
に
よ
る
二
次
元

〈表 1) 

Pro 
Fac(tuonr roAtantaeldy) slS 

ItemNo. (%) (が(5'&)

(++) (+) 。 (ー) (一一 Fl F， h2 

I 57 26 7 8 2 0.1639 0.2436 0.3369 
2 。 2 6 8 84 0.3032 0.3212 0.4788 
3 36 30 14 13 7 -0.2893 0.1762 0.4384 
4 27 22 14 21 15 -1 -0.2741 0.8500 0.4186 
5 55 29 7 7 1 0.3313 0.0352 0.4304 
6 6 20 17 23 43 0.1842 -0.1126 0.3647 
7 8 11 9 29 43 0.2017 0.1721 0.3803 
8 42 40 9 8 。 ー1 0.1387 0.4724 0.4643 
9 3 11 5 39 42 0.2717 0.4422 0.4720 
10 84 11 2 2 2 0.0593 0.1058 0.2430 

11 52 31 3 10 4 0.2738 -0.3034 。目3272
12 45 31 18 3 。 -0.0950 0.2133 0.2685 
13 46 21 13 11 10 0.1810 --0.0715 0.2836 
14 2 1 6 9 82 0.3804 0.1781 0.3914 
15 16 26 19 27 12 -0.0912 0.1993 0.4826 
16 2 22 58 11 6 0.2985 0.1425 0.3418 
17 2 16 7 33 41 ー1 0.4526 0.1561 0.3322 
18 5 39 11 22 23 0.3942 0.1284 0.2484 
19 16 30 15 24 13 -1 0.2694 0.1319 0.3097 
20 5 8 15 48 23 -1 -0.0730 0.1649 0.1945 

21 13 37 11 26 12 -0.4027 --0.1252 0.6194 
22 9 29 7 30 22 3 0.6122 0.0373 0.5644 
23 86 9 3 2 。 0.0545 0.0448 0.3231 
24 20 46 14 10 10 -0.2982 0.1525 0.4884 
25 40 19 17 16 7 一1 -0.3085 0.1982 0.3014 
26 4 9 14 28 44 一1 0.4980 0.1579 0.4359 
27 4 12 17 17 50 0.3821 一0.1825 0.4916 
28 16 32 16 29 7 0.2773 -0.4121 0.4798 
29 19 41 11 21 7 0.1437 0.2698 。目3900
30 23 27 18 21 11 0.3696 -0.0856 0.3474 

31 16 22 8 12 42 0.1208 0.1l63 0.2591 
32 2 4 24 23 47 0.2909 0.1704 0.2770 
33 7 25 42 12 12 -2 -0.1842 0.2951 0.2022 
34 14 6 10 45 25 0.2365 0.1l78 0.6533 
35 7 13 6 30 44 -0.1523 0.1572 。目2444
36 13 22 15 32 18 0.3899 -0.1132 0.2724 
37 14 33 12 24 17 0.2436 0.2282 0.2505 
38 1 14 13 27 45 0.4112 -0.0966 0.3333 
39 2 2 10 【J 78 0'3148 0.2759 0.3536 
40 50 31 8 9 2 ← 0.0944 0.0727 0.2778 

41 54 41 4 。 0.1013 0.1647 0.3329 
42 4 18 27 23 28 。4738 0.1677 0.4272 
43 3 21 11 28 37 0.3031 0.3635 0.2901 
44 3 14 7 52 23 0.0889 0.0281 0.3619 
45 3 10 17 40 30 0.2249 0.1128 0.1898 
46 8 45 11 28 8 0.4059 0.0774 0.2936 
47 24 35 17 16 4 一2 0.2612 0.1250 0.2607 
48 46 31 9 1 13 0.2955 0.3009 0.5067 
49 21 22 26 21 10 0.0265 -0.0314 0.1309 
50 40 32 11 16 0.1853 0.1027 0.2701 

51 4 28 19 37 12 -0.1624 -0.2683 0.3747 
52 12 33 1l 26 17 0.4149 0.2806 0.4756 
53 2 14 9 39 34 -2 0.6101 0.2721 0.5937 
54 34 24 14 21 6 一1 0.3804 -0.1796 0.4736 
55 33 29 23 13 3 0.1916 0.1757 0.2782 
56 11 21 40 17 10 -1 -0.0985 0.0649 0.2559 
57 28 31 14 17 10 -1 0.3606 -0.0284 0.3100 
58 14 18 20 17 31 0.5954 0.1066 0.5497 
59 28 36 25 7 2 ー2 0.1214 0.3641 0.4091 

60 3 13 12 37 35 -0.1860 0.2055 0.2173 
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料

次
元
が
、
被
験
者
の
四
つ
の
問
題
レ
ベ
ル
|
「
個
人
的
問
題
」
、
「
地
方
的
問

題
」
、
「
圏
内
問
題
」
、
「
国
際
間
題
」
に
お
け
る
価
値
態
度
や
行
動
選
択
と
い

資

か
な
る
対
応
関
係
が
あ
る
か
の
検
討
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
、
結
局
、
わ
れ

わ
れ
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
軸
に
含
ま
れ
る
内
容
を
、
さ
ら
に
細
分
化
し
て

ゆ
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
細
分
化
さ
れ
た
結
果
が
、
日
常
的
観
察
に
よ
る
発

見
と
適
合
関
係
を
も
つ
か
ど
う
か
の
検
討
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
、
被
験
者
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
簡
単
な
設
問
を

与
え
る
。
「
仮
り
に
、
国
際
問
題
、
国
内
問
題
、
地
方
的
問
題
、
個
人
的
問

題
の
四
つ
の
レ
ベ
ル
に
問
題
を
分
け
る
と
、
あ
な
た
は
、
ど
の
レ
ベ
ル
に
一

番
関
心
を
も
ち
ま
す
か
。
」
こ
の
設
問
に
対
す
る
解
答
は
、

ほ
と
ん
ど
例
外

な
く
、
国
際
政
治
と
個
人
的
問
題
へ
の
比
較
的
高
い
関
心
度
、
国
内
問
題
、

特
に
地
方
政
治
に
対
す
る
極
度
に
低
い
関
心
度
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
結
果
は
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
化
過
程
に
関
す
る
仮
設
か
ら
す
れ

ば
、
在
来
的
な
、
「
天
下
国
家
」
的
政
治
主
義
と
、
戦
後
、
正
統
化
さ
れ
た

「
私
化
」
の
両
極
の
表
現
と
し
て
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
3〉

次
に
、
各
レ
ベ
ル
に
つ
き
、
質
問
肢
の
相
関
関
係
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

)
 

唱

i(
 
個
人
的
な
問
題
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
「
独
立
性
i
社
会
的
向
調
」
、

「
主
動
性
l
受
益
性
」
と
い
っ
た
両
極
的
な
傾
向
が
発
見
さ
れ
る
。

ω
国

内
、
地
方
的
周
題
の
レ
ベ
ル
で
は
、
体
制
受
益
、
機
構
依
存
、
法
規
主
義
、

道
徳
主
義
と
い
っ
た
傾
向
が
見
出
さ
れ
る
。
ゆ

国
際
政
治
の
レ
ベ
ル
で

は
、
道
徳
主
義
、
無
葛
藤
主
義
、
居
候
主
義
と
い
っ
た
傾
向
が
見
出
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
結
果
は
、
明
ら
か
に
、
一
一
一
つ
の
レ
ベ
ル
相
互
に
対
応
関
係
が
存
在

す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
、
わ
れ
わ
れ
の
予
備
調
査
に
関
す
る
簡
単
な
紹
介
か
ら
、
わ
れ
わ
れ

の
試
み
が
、
従
来
の
略
伝
民
調
査
と
幾
分
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
従
来
の
研
究
は
、
大
方
、
研
究
者
自
身
の
価
値
関
心
か
ら
任
意
的
に

設
定
さ
れ
た
尺
度
を
基
準
と
し
、
各
被
験
者
集
団
に
つ
き
、
そ
の
基
準
か
ら

の
距
離
を
測
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
実
践
的
合
意

は
、
あ
る
特
定
部
分
集
団
を
状
況
規
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
わ
れ
わ
れ
の
試
み
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
実
践
的
合
意
は
、
も
し
も
わ
れ

わ
れ
の
二
次
元
的
解
釈
が
妥
当
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
二
次
元
に
よ
っ
て
充
分

説
明
が
可
能
だ
と
い
う
事
実
そ
れ
自
体
が
、
新
た
な
問
題
を
提
起
す
る
点
に

あ
る
の
で
あ
る
。

付

。
的
向
。
。
仏
の
方
法

/¥ 

暗

函
¥ノ

心
理
学
は
、
人
間
の
行
動
に
関
す
る
科
学
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
人
聞
に

一
定
の
仕
方
で
反
応
さ
せ
る
原
因
と
な
る
刺
激
が
な
に
か
を
発
見
す
る
こ
と
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9 社会の車問怠惰カ !3 5t /J~:tË:1.のだ|山 i
から、同には値 LなL、。

日はゆっ りレジャーを楽 Lん 方がよ L、。

21 低皆本十字一葺両あは労働者を搾取して生資産労働の全非 1 50/38 1 
価道 を労 者に与えなL、から、 本主義は 50/38 

徳的でる。

23.他人に迷自惑由をかけない惇隅り、煙め人のプライ 1 95/2 1 
ミγ 一、 を 享 受 す る 利 が る 。

加クソも加と山よ L も 吋 る 。 1ω/28 1 

33.偽善者よりは偽悪者。方が好ま Lい。 I 3仰1-0田BB/0吋。判。附/0吋。吋
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1 
のおわくを気山野と
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いくことのさまたげになる。

ω専.人心生没。頭幸す福るはこ、とで自分あ。る能。力に合つ Tー仕事に 112/17 1-0.05831 0.0お81 0.02781-0附10.10511 0.07951-0.02191-0附0.02921
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立の企業をやる方が生き甲斐が る。

tT閤家では 政治は「人民一 1 59/27 1 0.15281 0.0709!-0.05671-0.2001!-0.Jl751 ∞821-0.11541 0.05371 0.03621 政あ治る できであるよる。りも「人民のための政治」で 関川 0.15281 0.07091-0.05671-0.20011-0・Jl75j 0.00821-0.11541 0.05371 0.03621-0.1 
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1 国家は、その成員である個個人人のが利国益家のの Pi!18r/3o 凸/101 

ために存在するのであって
ためにあるのではない。

2h。帆は閃に日本川セてし 12/92 
3.新憲法は、制定当時、大多数のl司氏が 166/2C 
歓迎したのであるから、押しつけではな
L 、。

6 平和…には、わが国の主権や統治 I26/6E 
権が制限されるのもやむをえなし、。

25核戦争の時…、 I吋叩は 1日
百害あって一利ない。

27 スイス…ー スエ …戸 l
.ツパの中立国はすべて軍備の充災に努めている ， 
が、日本も、米国の支配より脱して独立するには 16/6~
国防の充実が必要である。

28 現在の国際緊張の原因は、ソ連、中国 I48/3E 
の共産主義よ久米帝国主義にある o

38.日本が国連中心主義であって、海外派 115/7:
兵の義務を拒否するのは、権利だけを主
張して義務を回避するものである。

39昨ょっ叩山山りは 14/8~ 
戦争の方がまだましであるo

18山れは件対して忠誠義務が l
あるように、国家に対しても忠誠義務が 44/4~ 
ある。
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革手

で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
、
人
間
自
身
に
つ
い
て
の
理
解
を
通
し
て
行
動
を
統

禦
で
き
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
、
実
際
的
に
役
立
つ
結
果
を
も
獲
得
で
き
る
で
あ

資

ろ
う
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
目
的
に
則
っ
て
、
心
理
学
者
は
、

な
に
が
生
活
体
。
ぉ
2
2
5
に
投
入
さ
れ
る
刺
激
か
、
な
に
が
そ
こ
か
ら
産

出
さ
れ
る
反
応
か
の
発
見
に
、
そ
の
関
心
を
集
中
限
定
し
て
き
た
。
し
か
し
、

こ
の
二
つ
の
観
察
点
の
聞
に
介
在
す
る
神
経
系
(
ロ
2
5
5
m
3
5
5
)
は、

と
し
て
引
照
さ
れ
、
考
察
不
在
の
ま
ま

「
暗
函
」
(
円

r
o
-
-
E
m
z
m円
r
r
g
)

に
残
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
。
的
問
。
え
は
、
心
理
学
者
の
任
務
に

あ関
る す
OTる
〉新

し

見
解
と
抱
負
と
を
も
マコ

て

か
れ
の
試
み
を
始
め
る
の
で

心
理
学
に
お
け
る
右
の
事
情
は
、
政
治
学
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
。
政

治
学
者
は
、
自
己
の
主
観
的
基
準
に
し
た
が
っ
て
・
演
算
し
、
後
に
そ
れ
に
よ

っ
て
観
察
対
象
問
の
関
係
を
説
明
し
予
測
す
る
に
い
た
る
、
人
間
行
動
に
関

す
る
一
般
原
理
や
法
則
を
仮
定
す
る
時
に
は
、
当
然
、
そ
の
「
暗
函
」
に
つ

い
て
あ
る
仮
説
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
政
治
理
論
は
、
お
お
む
ね
、

人
間
の
政
治
的
社
会
的
木
能
に
つ
い
て
の
単
純
な
仮
説
か
ら
、
国
家
の
性
質

や
そ
れ
に
対
す
る
市
民
の
義
務
に
関
す
る
包
括
的
な
理
論
の
構
築
に
努
め

る
。
そ
の
試
み
は
、
理
論
的
に
は
、
市
民
と
国
家
の
関
係
に
含
ま
れ
る
道
徳

的
デ
ィ
レ
ン
マ
を
明
ら
か
に
し
、
政
治
に
お
け
る
人
間
性
の
概
念
を
拡
げ
る

寄
与
を
な
し
、
実
践
的
に
は
、
政
治
理
論
の
現
実
社
会
に
対
す
る
影
響
力
に

よ
っ
て
、
充
分
自
己
を
正
当
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の

試
み
は
、
必
然
的
に
、
政
治
制
度
に
つ
い
て
の
過
度
の
単
純
化
と
政
治
行

動
に
つ
い
て
の
過
度
の
主
知
主
義
的
解
釈
を
含
ま
ざ
る
を
え
な
い
た
め
、

(

2

)

 

「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
演
絡
的
方
法
」
と
批
判
さ
れ
て
き
た
。
実
際
、
こ
の

種
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
仮
説
さ
れ
る
人
間
行
動
の
原
理
は
、
充
分
に
は

検
証
さ
れ
え
な
い
個
人
的
印
象
や
一
般
命
題
に
極
度
に
依
存
し
て
い
る
た

め
、
暗
黙
の
ま
ま
に
残
さ
れ
、
時
と
し
て
、
そ
れ
が
明
示
的
に
あ
か
ら
さ
ま
に

さ
れ
る
や
、
そ
の
仮
説
の
不
適
合
性
に
驚
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
。
・
巧
ω一一日

は
、
こ
の
種
の
主
知
主
義
的
偽
臨
酬
を
批
判
し
、
経
験
的
な
人
間
性
の
概
念
と

の
関
連
に
お
い
て
、
政
治
学
の
再
建
を
う
な
が
し
た
の
で
あ
っ
た
。

(
1
)
 

cmmcc仏
の
方
法
に
関
す
る
紹
介
は
、
次
の
著
作
に
依
っ
て
い
る
。

(UZ
ュg
開・

om向。
D

L

E

L

C
門

}
5
5
u
、H
，
yo
冨
8
2弓
5
2円

ch

y向
E
E口問・

EF20町
市

B
E
E
S
-

E
E
i
c門
叶

y
m
o
q
g
E
Z
ω
0
2
5
n
g
m官、
F
z
i
c
E
m
n
H守

口
n
p
回
申
印
由
-

m
z
-
2
0口
門
戸
出
向
。
口
。

E
Z
Q
C
『丘町
2
門
5
0
2
2
2
2伺

ω
3
5
u
ω
U

〉ヨ
q
一円三戸
H
M

出ヨ
υ
7
9
7
d
m
-
1
7
]
市出品
N
.

(

2

)

た
と
え
ば
、
英
国
に
お
け
る
次
の
著
作
。
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J
F
r
R
F
1
5
u
E
E
g
E
ι
H
V
C
E
E
E吐
N
-
(
邦
訳
あ
り
)

。
・
巧

ω-zu出
c
g
z
z
m
E
5
5
可

D
E
E
-
-
S∞
・
(
邦
訳
あ
り
)

t
J
N

・
γ4[nLD口問∞一一
U
H口円円。門田戸口
Z
C
ロ
円
。
∞

o
n
E一句切可ロ
ro--mUH--uo∞・

冨
・
。

H
E
Z叶
間
一
吋

70HManyo}O君
。
『
山
山
口
口
一

Z
F
S
M
H
・

当
-
E
-
H
N・
列
宮
内
円
切
山

F
三
宮
古
里

m
邑

3
5
5
2
L
0
5
2

何回
ω
印
可
♂
]
{
坦

Mω-

m町
・
開
・
同
凶
m

凶
『
「
巾
岡
山
旬
。

-H同一円。-同，
rc戸
m
r
H
E
回
出
口
町
一
∞
ロ
ハ
]
・
(
邦
訳
あ
り
)

、同
J
U
-
者
m
z
g
u
ベ
Z
〈
D
口
問
ゲ
己
記
可

ohPEa-呂
田
・
(
邦
訳

あ
り
〉

〈
行
動
理
論
の
概
観
〉

広
く
行
動
理
論
は
、
神
経
系
が
い
か
な
る
作
用
に
よ
っ
て
刺
激
と
反
応
の

間
に
法
則
的
関
係
を
生
み
だ
す
か
に
関
す
る
直
観
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
の

歴
史
は
、
過
去
数
世
紀
問
、
こ
れ
ら
の
直
観
や
推
測
を
提
出
し
検
一
証
す
る
手

続
き
に
お
い
て
、
漸
進
的
な
洗
練
と
理
論
化
に
お
け
る
厳
密
化
の
傾
向
を
示

〈

3
)

し
て
き
た
。

十
九
世
紀
の
心
理
学
に
あ
っ
て
は
、
理
論
化
に
お
け
る
特
徴
的
な
手
続
き

政治的態度の測定

は
、
何
か
新
し
い
規
則
性
が
発
見
さ
れ
る
場
合
に
は
、
い
つ
で
も
、
単
に
新

し
い
実
体
や
機
制
を
仮
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
何
か
が
説
明

を
要
す
る
時
に
は
、
い
つ
で
も
、
新
し
い
説
明
の
た
め
の
仕
掛
け
が
暗
函
の

中
へ
挿
入
さ
れ
た
。
人
間
行
動
の
名
状
し
う
る
す
べ
て
の
現
象
に
は
、
あ
ら

ゆ
る
能
力
が
仮
定
さ
れ
、
ま
た
、
す
べ
て
の
名
状
し
う
る
動
機
に
は
、
あ
ら

ゆ
る
本
能
の
目
録
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
陪
函
は
、
驚
く
ほ
ど
多
様
な

説
明
装
置
に
よ
っ
て
、
ぎ
っ
し
り
詰
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か

ら
、
こ
の
種
の
心
理
学
は
、
皮
肉
に
も
、
』
5
r」
ro官
官
V
H
E
r
m可
と
呼

(
4
)
 

ば
れ
る
。
こ
れ
は
、
確
か
に
、
直
観
に
よ
る
す
ぐ
れ
た
洞
察
と
い
う
利
点
を

も
つ
が
、
科
学
の
要
請
で
あ
る
説
明
の
単
純
化
を
欠
如
し
、
そ
の
結
果
、
し

ば
し
ば
無
用
の
混
乱
に
陥
る
の
で
あ
る
。

今
世
紀
の
初
頭
、
こ
れ
に
対
す
る
直
接
の
反
動
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
行

(
5
)
 

動
主
義
者

(
r
m
r
2
5
E円
)
の
一
回
が
、
他
方
の
極
へ
と
進
ん
だ
。
か
れ
ら
は
、

陪
函
で
な
に
が
生
起
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
仮
説
を
立
て
な
い
。
刺
激

と
反
応
の
中
間
領
域
に
は
、
な
に
も
存
在
し
な
い
し
、
ま
た
、
か
り
に
存
在

す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
心
理
学
者
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
た

め
、
こ
の
種
の
理
論
的
見
解
は
、

B
6
q
c品
目
白
旨
宮
可
nro
一c
q
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
純
客
観
主
義
的
見
解
は
、
た
し
か
に
、
そ
れ
に
先
き

立
つ
あ
い
ま
い
な
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
健
康
な
解
毒
剤
と
し
て
機
能
す

る
。
そ
れ
は
、
詳
細
に
わ
た
る
刺
激
の
測
定
と
反
応
の
記
録
、
投
入
と
産
出

を
関
係
づ
け
る
経
験
的
に
信
頼
の
お
け
る
法
則
の
確
立
、
観
察
不
可
能
な
説

明
装
置
へ
の
嫌
疑
を
強
調
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
同
時
に
、
心
理
学
者

の
関
心
を
、
こ
の
単
純
な
鋳
型
で
扱
い
う
る
問
題
に
限
定
し
、
そ
の
結
果
、
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料

人
間
的
意
味
の
あ
る
多
く
の
問
題
領
城
を
排
除
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
刺
激
と
反
応
の
組
織
的
観
察
か
ら
収
集
さ
れ
た
経
験
的
一
般
化

資

に
よ
っ
て
、
行
動
一
般
を
説
明
し
予
測
す
る
試
み
は
、
そ
の
試
み
を
始
め
る

ゃ
い
な
や
、
空
虚
に
さ
れ
て
い
た
暗
函
に
な
に
か
が
戻
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
、
な
に
か
介
在
的
な
変
数
が
仮
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
場
合
、
か
れ
ら
は
、
そ
の
客
観
主
義
的
傾
斜
か
ら
、
暗

函
の
中
へ
挿
入
さ
れ
る
も
の
は
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の

仮
説
的
構
成
物
は
で
き
る
だ
け
観
察
可
能
な
も
の
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
努

め
た
。
そ
の
結
果
、
自
己
刺
激
を
作
り
出
す
仲
介
的
反
応
類
似
過
程
i
二
段

階
媒
介
過
程
が
仮
定
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
種
の
心
理
学
は
、
ヨ
止
E
a

ts官
三
ro-cm可
と
呼
ば
れ
る
。
他
方
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
者
は
、

問
題
解
決
、
洞
察
、
概
念
形
成
と
い
っ
た
高
度
の
精
神
過
程
の
レ
ベ
ル
で
、

人
間
の
認
知
過
程
に
関
心
を
集
中
し
て
き
た
が
、
こ
の
認
知
過
程
が
媒
介
過

(
6〕

程
に
翻
訳
さ
れ
、

ωlω
官
三
宮

}qq
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
発
展
さ
せ
た
。

。ωmOOL
の
理
論
的
見
解
は
、
こ
の
最
後
の
系
譜
に
立
っ
て
両
者
を
統
合

す
る
。
か
れ
は
、
人
間
の
言
語
現
象
を
扱
う
過
程
で
、
暗
函
に
な
に
か
を
挿
入

す
る
必
要
を
発
見
し
た
。
言
語
行
動
は
、
二
段
階
媒
介
モ
デ
ル
で
扱
う
こ
と

の
で
き
る
、
象
徴
的
、
表
象
過
程
(
印
可
B
Z
E円、同
8
5
2
E
C
O口ω
一
宮
2
2出

)

で
あ
る
と
と
も
に
、
認
知
過
程
と
運
動
技
能
過
程

(
E
2
2
m
Eご肖
2
2
m
)

を
統
合
す
る
よ
り
複
雑
な
過
程
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

o
m
m
oえ
は
、
ヨ
丘

E
5口
事
三
宮
古
里
と

mlω

宮
古
r
c
z
m同
と
を
統
合

す
る
、
百
件
。
雪
印
氏
。
ロ
1
5
0
L
E
5ロ
宮
古
7
0吉
岡
可
を
発
展
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

(

3

)

相
良
守
次
、
前
掲
書
参
照
。

(

4

)

こ
の
心
理
学
の
典
型
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
心
理
学
で
あ
る
。

(

5

)

「
行
動
主
義
者
」
と
い
う
名
称
は
、
特
に
一
九
三

O
年
以
前
の
研
究

者
、
た
と
え
ば
、
〉
・
句
・
巧
宮

ωL-
∞-
J
3
z
c
p
に
つ
い
て
い
わ
れ

る。

(

6

)

円
ゎ
・
斗
乙
自
白
p
n
-
F
-
Z己
「
伊
タ

ω玄ロロ
2
ら
が
こ
れ
に
岡
崎
し
、

か
れ
ら
は
「
新
行
動
主
義
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

〈

m
l同
心
理
学
の
基
本
原
理
と
欠
陥
〉

。ωmgι
が
、
か
れ
の
理
論
を
発
展
さ
せ
た
理
由
は
、

認
知
現
象
と
運
動

現
象
と
を
扱
う
た
め
に
は
、
な
に
か
神
経
事
象
の
聞
を
統
合
す
る
仮
説
を
必

要
と
し
、

そ
れ
は

ω
同
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
で
充
分
に
説
明
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。。ωmccL

は、

ほ
と
ん
ど
の
学
習
理
論
家
の
聞
で
お
お
む
ね
一
致
す
る
発

見
を
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

ω近
接
性

(
2
5
m丘
三
。
刺
激
と
反

応
の
生
起
が
時
間
的
に
近
接
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
、
両
者
の
連
合
が
増

大
す
る
。
倒
加
重

(ω
ロヨ
5
3
0ロ
)
。
行
動
に
お
け
る
一
貫
性
や
予
測
可
能
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性
、
す
な
わ
ち
、
官
慣
強
度
は
反
応
が
刺
激
に
従
う
確
率
、
刺
激
を
与
え
ら
れ

た
反
応
の
幅
、
反
応
が
刺
激
に
従
う
洛
在
力
や
速
度
に
よ
っ
て
一
不
さ
れ
る
。
そ

の
場
合
、
刺
激
と
反
応
の
連
合
が
増
大
す
れ
ば
、
習
慣
強
度
の
増
大
を
も
た

ら
す
。

ω概
括
作
用
(
間

B
雪山

-
5
5ロ)。
あ
る
刺
激
と
あ
る
反
応
と
の
問

に
般
化
さ
れ
た
習
慣
強
度
は
、
他
の
刺
激
や
他
の
反
応
に
も
及
ぶ
。
そ
の
よ

う
な
般
化
さ
れ
た
習
慣
強
度
の
総
量
は
、
直
接
連
合
さ
れ
た
事
象
と
非
連
合

事
象
と
の
類
似
性
、
元
の
連
合
の
強
度
の
函
数
で
あ
る

oω
動
機

(
g
o
t
a

5
Z
C
ロ
)
。
学
習
さ
れ
た
連
合
や
習
慣
は
、
必
ず
し
も
、
そ
の
ま
ま
利
用
さ

れ
な
い
。
具
体
的
な
行
動
の
履
行
を
も
た
ら
す
に
は
、
動
機
が
、
乗
法
的
に

習
慣
強
度
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
制
強
化

(EHMhCHBEEH)o
学
習
は
、

報
償
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
い
る
場
合
よ
く
行
な
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

刺
激
と
反
応
と
の
連
合
に
お
け
る
増
大
量
は
、
連
合
と
強
化
状
態
の
時
間
間

強
化
量
に
比
例
す
る
。
制
抑
制

(57rgロ
)
。
強
化

隔
に
反
比
例
し
、

さ
れ
な
い
連
合
が
反
復
に
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
る
現
象
を
消
去

(
2円5
2
5ロ)

と
い
う
が
、
い
か
な
る
反
応
の
実
行
も
、
そ
の
反
応
の
履
行
に
対
す
る
抑
制

政治的態度の測定

を
作
り
出
す
。
そ
の
よ
う
な
抑
制
は
、
反
応
に
要
す
る
労
力
に
よ
っ
て
増
大

す
る

o
m選
考
(
自
-2ZD口)
0

同
じ
刺
激
に
対
し
て
二
つ
以
上
の
反
応
が

連
合
さ
れ
る
場
合
は
、
い
つ
で
も
、
最
も
強
い
習
慣
強
度
を
有
す
る
反
応
が

起
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
七
つ
の
原
理
は
、
そ
れ
で
充
分
と
い
う
も
の
で
は
な

ぃ。

ommccL
は
、
さ
ら
に
、
学
習
理
論
家
が
こ
れ
ら
の
原
理
に
よ
っ
て
、

学
習
過
程
を
如
何
に
扱
っ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。
判
迷
路
学
習
(
ヨ
白
向
。

-
2
3
5
m
)
。
こ
れ
は
、
道
具
的
条
件
づ
け
(
凶
器
片

E
g
g
s
-
gコ
LEg-口問)

と
も
い
わ
れ
、
被
験
者
は
、
強
化
が
与
え
ら
れ
る
前
に
正
し
い
反
応
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
正
し
い
反
応
は
、
報
償
を
獲
得
す
る
「
用

具
」
と
し
て
機
能
す
る
。

ω古
典
的
条
件
づ
け
(
円
一
日
目
門
出
ご
B
L
E
3
5
m
)
。

条
件
刺
激
と
無
条
件
刺
激
と
の
組
合
せ
が
反
復
提
示
さ
れ
、
無
条
件
刺
激
が

代
置
作
用
に
よ
っ
て
条
件
反
応
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

ω弁
別
学
習

被
験
者
が
二
つ
以
上
の
刺
激
を
与
え
ら
れ

た
時
に
、
そ
れ
ら
の
刺
激
の
聞
で
区
別
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
試
行
系
列
の

(
缶
詰

2
5
Z
Pゴロロ

-
2
2
5
m
)
。

学
習
で
あ
る
。

。ω問
。
&
は
、
学
習
理
論
家
た
ち
が
、
以
上
の
よ
う
な
学
習
状
況
の
中
で

発
見
し
た
諸
原
理
を
、
そ
れ
ら
が
か
な
り
の
程
度
行
動
現
象
を
予
測
し
解
釈

す
る
の
に
有
効
で
あ
る
と
認
め
な
が
ら
、
な
お
、
人
間
行
動
を
扱
う
場
合
に

は
不
充
分
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
単
純
な

mlm
モ
デ
ル

の
欠
陥
に
依
る
が
、

次
の
三
つ
が
掲
げ
ら
れ
る
。

ω認
知
構
造
に
含
ま
れ

る、

ω
i
ω
(
ω

花ロ
5
2円
。
)
の
統
合
関
係
が
省
か
れ
て
い
る
。

ω行
動
現
象

に
含
ま
れ
る

mlm
の
統
合
関
係
、
す
な
わ
ち
、
運
動
技
能
の
発
達
と
使
用
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料

が
省
か
れ
て
い
る
。
ゆ
単
純
な
の
!
"
モ
デ
ル
で
は
、
人
間
行
動
の
特
性
で

あ
る
象
徴
過
程
を
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

資

〈
行
動
に
お
け
る
意
味
の
問
題
〉

そ
れ
で
は
、
。
切
開

g
L
の
「
意
味
の
測
定
」

(
B
2
2
5
5
2
2『
5
8包
括
)

と
は
、
い
か
な
る
試
み
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
の
科
学
者
が
常

識
的
発
見
に
基
づ
い
て
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
、
次
の
見
解
か
ら
出
発
す
る
。

そ
の
状
況
が
か
れ
に

あ
る
状
況
で
、

あ
る
人
が
い
か
に
行
動
す
る
か
は
、

と
っ
て
如
何
な
る
意
味
(
巴
四
百
『
同
E
R
)
を
も
っ
て
い
る
か
に
依
存
す
る
。

た
し
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
人
々
の
社
会
行
動
を
扱
う
場
合
に
は
、
態
度
、

価
値
、
利
益
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
の
用
語
で
表
現
さ
れ
る
「
意
味
」
を
最
も

.
重
要
視
す
る
。
し
か
し
、
行
動
に
お
け
る
意
味
の
問
題
は
、
理
論
と
指
標
に

よ
っ
て
、
概
念
的
に
も
経
験
的
に
も
、
統
合
化
さ
れ
た
場
合
に
は
じ
め
て
有

益
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
ま
ず
。

mmg仏
の
「
意
味
」
に
つ
い
て
の
理

論
的
概
念
化
作
業
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈
意
味
に
関
す
る
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
〉

「
意
味
」
に
関
す
る
定
義
は
、
研
究
者
の
目
的
や
手
法
、
扱
わ
れ
る
現
象

の
側
面
に
対
応
し
て
異
な
る
。
社
会
学
者
や
人
類
学
者
は
、
あ
る
記
号
が
使

用
さ
れ
る
状
況
と
、
そ
れ
が
作
り
出
す
活
動
に
共
通
す
る
特
性
に
よ
っ
て
、

意
味
を
定
義
す
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
記
号
の
現
出
と
外
的
状
況
や
行
動
の

相
関
関
係
に
よ
っ
て
、
そ
の
記
号
の
意
味
が
特
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
明
ら
か
に
、
内
包
的
意
味
よ
り
も
外
包
的
意
味
に
適
用
さ
れ
る
が
、
そ

の
相
関
関
係
を
も
た
ら
す
人
間
生
活
体
内
部
に
働
く
行
動
原
理
に
つ
い
て
は

な
に
ご
と
も
語
ら
な
い
。
こ
の
社
会
学
的
な
実
際
的
意
味
(
胃

R
5白
-
5
2ロ目

百
四
)
に
対
し
て
、
言
語
学
者
は
、

あ
る
記
号
の
意
味
を
、
他
の
記
号
と
の

関
係
、
そ
れ
が
現
わ
れ
る
全
言
語
的
文
脈
に
よ
っ
て
定
義
す
る
。
こ
の
統
語

的
意
味

(ω
百
E
2
2
-
5
2口
百
聞
)
は
、
情
報
文

(
E
g
E
m
ゆ
ヨ
ω
E
E
)
に

お
け
る
あ
る
記
号
と
他
の
記
号
と
の
関
係
を
明
確
化
す
る
の
に
役
立
つ
が

社
会
学
的
「
状
況
行
動
」
系
列
と
心
理
学
的
「
生
治
休
1

過
程
」
系
列
と

か
ら
は
、
操
作
的
に
独
立
し
て
い
る
。

こ
の
両
定
義
に
対
し
て
、
心
理
学
者
は
、
記
号
と
意
味
体
(
百
四
E
P
E
R
)

の
関
係
を
媒
介
す
る
、
生
活
体
の
行
動
体
系
の
役
割
に
関
心
を
も
っ
。
す
な
わ

ち
、
あ
る
記
号
が
受
け
入
れ

2
2え
の
)
ら
た
り
、
作
り
出
さ
れ

(gnえ
と

た
り
す
る
時
に
、
い
つ
で
も
、
生
活
体
の
内
部
で
生
起
す
る
特
定
の
媒
介
過

程
の
解
明
に
関
心
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
心
理
学
者
の
定
義

は
、
意
味
論
的
意
味
す
め
B
E
Z
E
一ヨ
2
2口
問
)
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、

「
意
味
」
に
つ
い
て
の
心
理
学
理
論
そ
れ
自
体
が
、
そ
の
媒
体
過
程
の
性
質

を
い
か
に
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
、
異
な
る
定
義
を
下
す
の
で
あ
る
。
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〈

7
)

「
意
味
」
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
「
社
会
学
的
」
、
「
言
語
学
的
」
、

「
心
理
学
的
」
に
区
別
す
る
考
え
は
、

nuE
ュ2
宮

CHEw
巴
m
p
戸山口問

4

5
四
p
g品

目

印

7
2
5♂
包
怠
.
に
よ
る
ο

(

邦
訳
あ
り
)

ハ
記
号
と
意
味
体
〉

心
理
学
者
の
「
意
味
」
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
次
の
自
明
事
か
ら
出

発
す
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
一
つ
の
記
号
(
丘
四
口
)
に
よ
る
刺
激
パ
タ
ー
ン

は
、
意
味
体
(
巴
官

5
2
5
の
刺
激
の
パ
タ
ー
ン
と
同
一
で
は
な
い
。
こ
の

記
号
と
意
味
休
と
の
区
別
か
ら
、
い
か
な
る
条
件
の
も
と
で
、
意
味
休
で
は

な
い
刺
激
が
、
意
味
あ
る
記
号
と
な
る
の
か
、
の
問
題
が
生
ず
る
。
こ
の
解

釈
は
、
次
の
三
様
の
仕
方
で
な
さ
れ
る
o

唯
心
的
見
解
(
ヨ

g
s
一52
口
〈
日
宅
)
。
古
典
的
解
釈
は
、
西
欧
文
化

の
二
元
的
哲
学
を
当
然
の
前
提
と
し
、
物
的
事
象
と
非
物
的
事
象
と
の
相
関

そ
の
場
合
、
「
意
味
」
は
明
ら
か
に
心
的
事
象
で
あ
り
、

(1) 
関
係
を
求
め
る
。

記
号
や
意
味
体
を
表
象
す
る
刺
激
は
明
ら
か
に
物
的
事
象
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
二
つ
の
レ
ベ
ル
の
相
互
関
係
を
明
確
化
す
る
た
め
、
記
号
と
観
念
と
の
連

政治的態度の測定

合
を
こ
の
見
解
は
理
論
的
核
心
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
味
の
な
い
な
に

も
の
か
が
、
意
味
の
あ
る
記
号
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
意
味
体
の
も
つ

観
念
や
思
想
を
生
じ
さ
せ
る
時
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
見
解
の
基
本
的

な
二
一
冗
主
義
が
偽
装
さ
れ
る
仕
方
は
、
さ
ま
さ
ま
で
あ
る
が
、
こ
の
見
解
に

、、J

あ
っ
て
は
、
生
活
体
の
媒
介
過
程
を
引
照
す
る
「
観
念
レ
、
「
期
待
」
、
「
思
想
」

が
、
観
察
可
能
な
物
的
事
象
に
関
係
づ
け
て
定
義
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
の
二

一
冗
主
義
は
依
然
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
見
解
は
、
記
号

が
表
象
的
性
質
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
記
号
と
そ
れ
が
表
わ
す
対
象
物
と
の

聞
に
は
直
接
的
連
関
の
欠
け
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
記
号
と
意
味

な
も
の
に
と
ど
ま
る
の

体
の
関
係
を
媒
介
す
る
過
程
は
、
心
的
(
ヨ

E
E
)

で
あ
る
。

代
換
的
見
解

(
E
r
m
t
z
r
g
〈
5
そ
)
0

パ
ブ
ロ
フ
的
な
条
件
づ
け
の

原
理
を
適
用
す
る
こ
と
か
ら
、
記
号
が
そ
の
意
味
を
獲
得
す
る
の
は
、
初
め

ω か
ら
意
味
体
に
対
し
て
な
さ
れ
た
同
じ
反
応
に
、
単
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
結

果
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
味
体
が
無
条
件
刺
激
に
、
記
号

が
条
件
刺
激
に
対
応
し
、
記
号
が
意
味
休
と
単
に
代
置
さ
れ
た
結
果
、
そ
の

意
味
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
意
味
の
な
い
な
に
も
の
か
が
、

そ
の
意
味
体
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
る
と
同
じ
反
応
を
引
き
起
す
時
に
は
、

そ
れ
は
、
そ
の
意
味
体
の
記
号
で
あ
る
。
し
か
し
、
記
号
は
、
そ
れ
ら
が
表

象
す
る
対
象
物
と
同
じ
外
的
反
応
を
決
し
て
引
起
し
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

(3) 

素
因
的
見
解
(
佳
品

D
E
S
E
-
〈
広
三
。

記
号
過
程

し
た
、
が
っ
て
、

の
行
動
論
的
な
解
釈
の
た
め
に
は
、
「
意
味
」
の
理
論
を
、

記
号
を
使
用
す

る
生
活
体
の
行
動
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
味
の
な
い
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刺
激
の
パ
タ
ー
ン
が
意
味
体
の
記
号
に
な
る
の
は
、
そ
の
意
味
休
に
よ
っ
て

以
前
に
引
き
起
さ
れ
た
反
応
を
作
り
出
す
素
因

(
仏
国
的
七

cmM20
コ)

を
生
活
体

資

の
中
に
作
り
出
す
と
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
定
義
は
、
代
換
的
見
解
の

欠
陥
を
回
避
し
う
る
が
、
「
素
因
」
は
、

そ
の
充
分
な
解
明
が
な
さ
れ
な
け

れ
ば
、
「
観
念
」

の
単
な
る
代
用
物
と
し
て
奉
仕
す
る
危
険
を
含
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。

〈
表
象
媒
介
過
程
と
し
て
の
意
味
〉

o
m
m
g
L
の
「
意
味
」
の
定
義
は
、
。
・

ζ
百
一
∞
の
「
素
因
」
を
批
判
的

に
一
層
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
刺
激
の
型
は
、
あ
る
行
動
の
型
(
無

条
件
反
射
)
と
連
け
い
関
係
を
も
ち
、
次
の
刺
激
は
、
こ
の
連
け
い
能
力

(
条
件
反
射
)
を
獲
得
す
る
。
こ
の
場
合
、
あ
る
状
況
で
、
恒
常
的
か
つ
確

実
に
、
予
測
可
能
な
行
動
の
型
を
作
り
出
す
刺
激
が
、
「
意
味
体
」
と
定
義

さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
能
力
を
も
た
な
い
多
く
の
刺
激
が
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
元
々
は
意
味
の
な
い
刺
激
が
、
い
か
に
し
て
意
味
の
あ
る
記
号
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
記
号
に
対
し
て
な
さ
れ
る
反
応
は
、
そ
れ
が
表
わ
す
客
体

に
対
し
て
な
さ
れ
る
反
応
と
ほ
と
ん
ど
同
一
で
は
な
い
か
ら
、
通
常
の
一
段

階
的
条
件
づ
け
(
ω
i
H
N
)

で
は
充
分
説
明
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
条
件
づ
け
の

過
程
を
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
無
条
件
反
応
を
構
成
す
る
要
素

は
、
無
条
件
刺
激
へ
の
依
存
度
、
し
た
が
っ
て
、
他
の
刺
激
へ
条
件
づ
け
ら

れ
る
難
易
度
に
よ
っ
て
変
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
味
の
な
い
刺
激

(
8
)
 

い
つ
で
も
、
「
表
象
媒
介
過
程
」
と
し

が
、
意
味
体
と
近
接
的
で
あ
れ
ば

て
、
意
味
体
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
る
全
行
動
の
あ
る
部
分
と
の
連
合
が
橋

大
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
刺
激
創
出
過
程
(
司
5
4
5
)
が
、
「
表

象
的
」
で
あ
る
の
は
、
意
味
体
そ
れ
自
身

(ω)
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る

行
動
(
対
立
の
あ
る
部
分
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
で
り
、
「
媒
介
的
」
で
あ

一
種
の
自
己
刺
激

(ω
ヨ
)
と
し
て
、
表
示
さ
れ
た
客
体
(
石
口
一
)

る
の
は
、

に
適
合
的
な
外
的
行
動
(
月
同
門
)
を
引
き
起
す
か
ら
で
あ
る
。

冨
O

吋ユ
ω

は
、
意
味
休
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
る
行
動
と
、

素
因
に
ょ
っ

て
引
き
起
さ
れ
る
行
動
と
の
部
分
的
同
一
視
に
よ
っ
て
、
記
号
と
意
味
体
と

を
結
び
つ
け
た
が
、

o
m
m
c
c
L
は
、
素
因
そ
れ
自
体

(EM)
と
、
意
味
体
に

よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
行
動
と
の
部
分
的
同
一
視
に
よ
っ
て
、
記
号
と
意
味

体
と
を
結
び
つ
け
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
味
の
な
い
刺
激
の
型
が

意
味
の
あ
る
記
号
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
生
活
体
の
中
に
媒
介
過
程
を
引
き

起
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
媒
介
過
程
は
、
意
味
体
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
る

全
行
動
の
分
数
的
部
分
で
あ
り
、
意
味
あ
る
刺
激
の
型
と
意
味
の
な
い
刺
激

の
型
と
の
近
接
性
か
ら
反
応
を
作
り
出
す
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
記
号
が
そ
の

特
殊
な
表
象
的
属
性
を
有
す
る
な
ら
ば
、
媒
介
過
程
は
、
当
然
、
そ
の
意
味

体
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
る
と
同
じ
行
動
の
あ
る
部
分
を
令
む
こ
と
に
な

心
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る
。
こ
の
属
性
の
存
在
は
、
生
活
体
の
経
験
の
中
で
起
っ
た
、
意
味
の
な
い

刺
激
の
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表 守
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政治的態度の測定

〈
ニ
つ
の
学
習
過
程
〉

「
意
味
」
に
つ
い
て
の
こ
の
分
析
は
、

学
習
過
程
を
次
の
二
つ
の
型
に
区

/S/ 

別
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
第
一
次
学
習
」

(
E
B
R三
巾
民
巳
口
問
)
は
、
感
覚
的

統
合
(
知
覚
〉
、
運
動
統
合
(
技
能
)
、
表
象
過
程
(
意
味
〉
の
原
初
的
形
成

か
ら
な
る
ひ
こ
の
学
習
は
、
幼
少
期
の
子
供
の
日
常
的
な
勉
強
や
遊
び
か
ら

な
り
、
極
度
に
時
間
と
労
力
を
消
費
す
る
学
習
で
あ
る
。
「
第
二
次
学
習
」

ほ
か
な
ら
ぬ
、
記
号
と
媒
介
体
、
媒
介
体
と

用
具
的
行
動

(
F
E
E
S
E
E
国
立
)
の
連
合
的
転
換
か
ら
な
る
。
こ
の
学
習

(印巾口
O
ロ門
r
q
-
8
5
5
m
)
は、

は
、
成
熟
し
た
生
活
体
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。

」
の
学
習
は
、
さ
ら

に
、
二
つ
の
型
に
わ
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
の
型
は
、
記
号
の
意
味
広
お
け

る
変
化
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
士
官
の
制
服
が
あ
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
青

年
が
、
徴
兵
さ
れ
た
後
に
意
味
を
変
え
る
に
い
た
る
場
合
は
、
こ
れ
に
あ
た

る
。
第
二
次
学
習
の
も
う
一
つ
の
型
は
用
具
的
行
動
に
お
け
る
変
化
で
あ

り
、
た
と
え
ば
、
成
人
し
て
ゆ
く
人
が
、
そ
の
過
程
を
通
じ
て
、
ほ
と
ん
ど

自
己
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
意
味
を
変
え
る
こ
と
な
し
に
、
か
れ
の
母
や

父
、
友
人
、
上
司
に
対
す
る
用
具
的
行
動
を
変
え
て
ゆ
く
場
合
が
、
こ
れ
に

あ
た
る
o

こ
の
場
合
、
平
均
的
な
成
人
は
、
新
た
な
学
習
、
新
た
な
知
覚
統

合
、
新
た
な
技
能
、
新
た
な
意
味
さ
え
も
形
成
す
る
こ
と
に
は
、
ほ
と
ん
ど

従
事
せ
ず
、
か
れ
は
、
自
己
に
関
し
て
充
分
組
織
だ
っ
た
な
じ
み
の
物
的
、

社
会
的
世
界
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
む
し
ろ
、
か
れ
が
す
る
学
習
は
、
確
立

さ
れ
た
知
覚
や
意
味
や
技
能
の
聞
を
、
時
折
り
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
に
従
事

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

」
の
通
常
よ
く
観
察
さ
れ
る
学
習
過
程
は
、
心
理
学
的
単
位
の
問
題
を
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車千

提
起
す
る
。
言
語
学
者
は
、
そ
れ
自
身
で
は
無
意
味
だ
が
基
本
的
弁
別
休

(仏

E
g
g
-口
白
口
《
主
と
し
て
機
能
す
る
メ
ヅ
セ
イ
ジ
の
分
子
的
単
位
(
甘
吉
守

資

。ョ
2
)
と
、
意
味
の
あ
る
そ
ル
的
単
位

(
2
2
Bめ
ヨ
自
)
を
区
別
す
る
。
こ

れ
と
対
応
的
に
、

C
ω
m
g
L
は
、
行
動
一
般
に
お
い
て
、
投
入
、

産
出
の
分

子
的
単
位
と
し
て
の
感
覚
統
合
や
運
動
統
合
と
、
分
子
的
単
位
の
総
和
以
上

の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
特
有
な
特
性
を
そ
な
え
る
「
状
況
」
や
「
行
動
」

と
を
区
別
す
る
。
そ
し
て
、
心
理
学
に
お
け
る
モ
ル
的
単
位
を
、
表
象
媒
介

過
程
に
よ
っ
て
定
義
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
的
に
異
な
っ
た
多
く

の
刺
激
が
、
共
通
の
表
象
過
程
と
連
合
さ
れ
、
生
活
体
に
対
し
て
同
じ
意
味

を
も
っ
時
に
、

「
モ
ル
状
況
」
と
定
義
さ
れ
、
物
的
に
異
な
っ
た
多
く
の
用

具
的
行
動
が
、
共
通
の
表
象
過
程
に
ょ
っ
媒
介
さ
れ
、
生
活
体
に
と
っ
て
同

じ
意
図
を
表
わ
す
場
合
に
、

「
モ
ル
行
動
」
と
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
o

〈
表
象
媒
介
過
程
に
よ
る
定
義
の
利
点
〉

結
局
、

o
m
m
C
D
L

の
発
想
法
は
、
通
常
の
∞
河
模
型
を
二
段
階
に
分
割

す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
段
階
の
「
解
説
過
程
」

2
2
&
5
m
)
は
、
記
号

と
表
象
的
媒
介
体
と
の
連
合
で
あ
り
、
刺
激
の
型
(
刺
激
と
し
て
の
記
号
)

が
選
択
的
に
反
応
群
と
し
て
の
表
象
過
程
を
引
き
起
す
。
第
二
段
階
の
「
陪

号
過
程
」

(
2
8
L
E
m
)
は
、
媒
介
さ
れ
た
自
己
刺
激
と
顕
在
化
す
る
用
具
的

結
果
と
の
連
合
で
あ
り
、
反
応
の
型
(
反
応
と
し
て
の
記
号
〉
が
選
択
的
に

刺
激
と
し
て
の
表
象
過
程
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
る
。

こ
の
発
想
法
の
利
点
は
、
記
号
が
(
円
ヨ
)
の
共
通
属
性
と
自
に
よ
っ
て

意
味
体
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
「
意
味
論
的
意
味
」
と
、
記
号
が
媒
介
機
能
に

よ
っ
て
顕
在
化
さ
れ
た
行
動
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
「
社
会
学
的
意
味
」
の
両

者
を
包
含
で
き
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
指
標
の
確
立
が
求
め
ら
れ

て
い
る
「
意
味
」
の
意
味
は
、
あ
く
ま
で
、
心
理
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
の
「
意
味
」
は
、
記
号
を
使
用
す
る
生
活
体
の
行
動
に
お
け
る

「
過
程
」
な
い
し
「
状
態
」
で
あ
っ
て
、
記
号
刺
激
の
受
容
に
お
け
る
必
須

結
果
で
あ
り
、
記
号
反
応
の
産
出
の
た
め
の
必
須
条
件
で
あ
る
と
仮
定
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
認
知
状
態
、
す
な
わ
ち
、
「
意
味
」
が
、

表
象
媒
介
過
程
と
同
一
視
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
意
味
」
は
、
関
係
的

な
い
し
過
程
的
概
念
で
あ
る
。
言
語
記
号
が
あ
る
状
況
の
下
で
一
貫
し
て
使

一
貫
し
て
あ
る
行
動
(
社
会
学
的
意
味
)
を
作
り
出
す
の

は
、
そ
れ
ら
が
心
理
学
的
な
意
味
で
「
意
味
」
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

用
さ
れ
、
ま
た
、

り
、
そ
れ
と
同
じ
理
由
で
、
そ
れ
は
、
メ
ヅ
セ
イ
ジ
に
お
け
る
他
の
記
号
と

の
予
測
可
能
な
連
合
(
言
語
学
的
意
味
)
を
も
つ
の
で
あ
る
。

〈
意
味
の
測
定
〉

こ
れ
ま
で
、
人
間
行
動
の
最
も
重
要
な
決
定
因
の
一
つ
の
変
数
と
し
て
、

「音
ω

ー
味
」
の
領
域
が
理
論
的
に
確
立
さ
れ
て
き
た
が
、
如
何
な
る
方
法
に
よ
っ
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て
、
そ
の
客
観
的
指
擦
が
発
見
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
陪
函
の
中
で
な
に
が

生
起
し
て
い
る
か
を
測
定
す
る
に
は
、
指
標
と
し
て
、
当
然
、
そ
の
暗
函
か

ら
産
出
さ
れ
る
結
果
を
使
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
意
味
」
と

同
一
視
さ
れ
る
過
程
(
円
5
4
5
)
は
、
顕
在
的
行
動
(
何
回
)
の
た
め
の
先
行

創
始
的
条
件
で
あ
る
か
ら
、
(
コ
ロ
)
に
お
い
て
な
に
が
起
っ
て
い
る
か
を
推

論
す
る
手
段
と
し
て
は
、
(
河
出
)
の
標
本
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
青
山
味
の
指
擦
を
求
め
る
方
法
は
、
も
ち
ろ
ん
、
さ
ま
、
さ
ま
の
方
向
か
ら
行

な
い
う
る
。
し
か
し
、

om問
C
D
L

は
、
指
標
発
見
に
お
け
る
六
つ
の
基
準
i

ω客
観
性
、

ω信
頼
性
、
ゆ
妥
当
性
、
川
明
感
度
、
倒
比
較
可
能
性
、

ω有
効

性
ー
か
ら
、
独
自
の
「
意
味
尺
'
皮
法
」
(
以
内

B
E
Z
E『

q
g
E
C
を
開
発

す
る
。〈

意
味
尺
度
法
〉

「
暗
号
化
」
(
巾

5azm)
と
呼
ば
れ
た
過
程
は
、
弁
別
的
強
化

2
H
R
R守

E
E
B
E
F
5
0
5
3同
)
に
基
づ
く
表
象
媒
介
過
程
(
『
自
lmB)
に
よ
っ
て
、

顕
在
的
行
動
(
河
出
)
を
選
択
的
に
引
き
起
す
過
程
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
H
N
X

政治的態度の測定

は
、
記
号
に
対
す
る
反
応
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
記
号
と
意
味
体
と
の
先
行
的

連
合
に
依
存
す
る
と
仮
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
記
号
の
意
味
に
相
当
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
い
か
な
る
型
の
顕
在
的
反
応
が
列
u?を
構
成
す

る
で
あ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
な
に
が
、

(5)
の
指
標
と
し
て
役
立
つ
で

あ
ろ
う
か
。

p
m
c
c
L
は
、
「
青
山
味
」
の
指
標
と
し
て
言
語
を
使
用
す
る
。
こ
こ
で
、
言

語
行
動
を
観
察
の
対
照
と
す
る
の
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
そ
れ
が
、
記
録

し
、
量
化
す
る
の
に
都
合
が
よ
い
と
い
う
技
術
的
理
由
に
よ
る
。
通
常
、
言

語
の
基
本
的
機
能
は
、
意
味
の
伝
達
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
、
あ
る
事
柄
が
あ
る
人
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ

か
の
発
見
を
試
み
る
時
に
は
、
か
れ
に
対
し
て
、
「
X
は
、
貴
方
に
と
っ
て

な
に
を
意
味
す
る
か
」
と
質
問
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
質
問
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
結
果
は
、
先
き
の
六
つ
の
基
準
の
う
ち
、
推
定
的
な
妥
当
性
を
も

つ
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
意
味
の
指
標
と
し
て
、
言
語
的
暗
号
化
を
使
用

す
る
場
合
に
は
、
次
の
三
つ
の
条
件
を
満
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
川
被

験
者
を
通
じ
て
標
準
化
さ
れ
う
る
よ
う
に
、
言
語
的
反
応
の
多
様
な
選
択
肢

ω暗
号
化
に
お
け
る
「
流
ち
ょ
う
さ
」
が
変
数
と
し
て
消
去

さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
選
択
肢
が
被
験
者
か
ら
「
発
せ
ら
れ
る
」
よ
り

の
標
本
化
。

も
「
誘
い
出
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ωこ
れ
ら
の
選
択
肢
は
、
意

味
が
変
化
す
る
主
要
な
仕
方
を
表
象
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
、
あ
る
特
定
の
刺
激
記
号
に
関
係
す
る
言
語
の
任
意
的
流
出
に
基
づ

く
代
り
に
、
共
通
の
反
対
語
か
ら
な
る
一
連
の
組
合
せ
の
中
で
の
選
択
が
、

漸
次
、
刺
激
記
号
の
音
山
味
を
折
り
出
し
て
ゆ
く
も
の
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
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料

p
h

、。

φ

ん
し以

上
の
必
要
を
満
す
た
め
の
方
法
が
、
「
意
味
尺
度
法
」
(
『
S
E
ロ
己
目
岳
民
守

資

同
町
ロ
巴
ω

}

)

で
あ
る
。

そ
れ
は
、

木
質
的
に
は
、
「
制
限
連
想
」
(
ロ
8
5
-
r
L

日
自
己
主
D
口
)
と
、
「
尺
度
法
」
(
ω
E
一一E
間
宮
2
a
R
g
)
の
結
合
か
ら
な
っ

て
い
る
。
被
験
者
は
、
弁
別
さ
れ
る
べ
き
概
念
と
、
弁
別
を
な
す
た
め
の
一

組
の
二
極
的
形
容
詞
に
よ
る
尺
度
を
与
え
ら
れ
、
各
ア
イ
テ
ム
(
概
念
と
尺

度
の
組
み
合
せ
〉
に
つ
き
、
か
れ
の
連
想
の
方
向
と
、
七
段
階
尺
度
に
お
け

る
強
度
を
記
入
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
方
法
の
核
心
は
、
記

述
的
相
極
形
容
詞
群
の
標
本
の
選
択
に
あ
る
。

そ
の
標
本
は
、
理
想
的
に

は
、
充
分
多
様
な
意
味
判
断
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
仕
方
を
表

象
す
る
必
要
が
あ
り
、
他
方
、
操
作
的
に
は
、
で
き
る
だ
け
少
な
い
標
本
で

充
分
効
果
的
な
結
果
が
得
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
測
定
、
法
は
、
具
体
的
な
実
験
の
過
程
で
試
行
錯
誤
的
に
発
展
さ
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
が
、
意
味
論
的
次
元
の
境
界
線
を
定
義
す
る
た
め
に
相

極
的
な
形
容
詞
群
を
使
用
す
る
と
い
う
考
え
は
、
吋
r
g門
HOHm-州
民
宅
Er--

(

Q

d

}

 

出
g
q
O
手
ゆ
え
の
「
共
感
覚
」
(
ω
三
宮
任
日
目
白
)
に
関
す
る
研
究
か
ら
生
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
。
共
感
覚
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
想
像
は
、
言
語
的
隠
喰

と
緊
密
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
両
者
が
、
意
味
論
的
関
係
を
表
象
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
色
彩
|
音
楽
の
共
感
覚
に
お

け
る
と
同
様
、
言
語
に
お
け
る
隠
磁
の
過
程
は
、
二
つ
あ
る
い
は
そ
れ
以
上

の
経
験
の
次
元
の
相
似
的
整
列
と
し
て
記
述
さ
れ
、
相
極
的
形
容
詞
の
組
み

合
せ
に
よ
っ
て
、
言
語
的
に
境
界
確
定
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
C
M
m
o
え
の

意
味
尺
度
法
は
、
こ
の
発
見
を
学
習
理
論
に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
9
)
 
出・

ω・
0
ι
r
R
F
吋
-
H
り
・
民
日
当
g
E
U
。
・
開
・
0
ω
m
c
c
内
同
町
∞
Z
L
F
2
5

4
口
2円

r
Z
F
ロ
片
7
5
E
口
問
・
』
・
の
め
同
「
同
》
m
u
E
r
c
r
H申
品

N

・

〈
意
味
の
操
作
的
定
義
〉

「
表
象
媒
介
過
程
」
と
し
て
定
義
さ
れ
た
「
音
山
味
」

の
理
論
的
概
念
と

「
意
味
尺
度
法
」
に
よ
る
測
定
の
操
作
と
の
聞
に
は
、
い
か
な
る
対
応
関
係

が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
を
架
橋
す
る
た
め
に
は
、
測
定

の
操
作
を
理
論
モ
デ
ル
の
構
成
概
念
に
よ
っ
て
、
分
析
し
、
表
現
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
意
味
空
間
」
(
括
E
E
Z
口
ω
3
2
)
|
未
知
数
の
次
元
か
ら
構
成
さ

れ
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
な
性
質
を
も
っ
領
域
ー
が
仮
定
さ
れ
る
。
各
意
味
尺

度
は
、

一
組
の
相
極
的
形
容
詞
で
定
義
さ
れ
、
こ
の
空
間
の
原
点
を
横
断
す

る
直
線
函
数
を
表
わ
し
、
そ
の
尺
度
の
総
体
が
、
多
次
元
的
空
聞
を
表
わ
す

と
仮
定
さ
れ
る
。
こ
の
尺
度
の
標
本
が
よ
り
多
く
、
よ
り
表
象
的
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
だ
け
、
そ
の
空
間
全
体
を
よ
り
よ
く
定
義
で
き
る
わ
け
で
あ
る
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が
、
実
際
に
は
効
率
よ
く
意
味
空
間
を
定
義
す
る
た
め
に
、
最
少
の
直
交
的

次
元
を
決
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
論
理
的
な
用
具
と
し
て
、
因
子

分
析
法
が
使
わ
れ
る
。

次
に
、
あ
る
概
念
の
意
味
を
弁
別
す
る
(
岳
民
巾
月
三
E
E
m
)
と
は
、
い
か

な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
被
験
者
が
一
連
の
尺
度
に
し
た
が
っ
て
あ
る
概
念

を
判
断
す
る
と
き
、
各
判
断
は
、
所
与
の
選
択
肢
問
で
の
選
択
を
表
わ
し
、

そ
の
概
念
を
意
味
空
間
の
あ
る
一
点
に
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ

て
、
意
味
の
弁
別
は
、
所
与
の
尺
度
化
さ
れ
た
選
択
肢
間
の
選
択
に
よ
っ

て
、
概
念
を
多
次
元
的
意
味
空
間
の
中
の
あ
る
点
に
配
置
し
て
ゆ
く
こ
と
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
二
つ
の
概
念
の
聞
の
意
味
の
差
異
は
、
同
一
の
意
味
空

間
の
中
に
お
け
る
配
置
点
の
差
異
、
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
点
の
聞
の
多
次
元

的
距
離
の
函
数
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
意
味
」
に
つ
い
て
の
二
つ
の
定
義
が
得
ら
れ
る
。

学
習
理
論
的
用
語
法
で
は
、
あ
る
記
号
が
あ
る
特
定
の
文
脈
の
中
で
、
あ
る

特
定
の
人
に
対
し
て
も
つ
「
意
味
」
は
、
そ
の
記
号
が
引
き
起
す
「
表
象
媒

政治的態度の測定

介
過
程
」
と
し
て
定
義
さ
れ
、
測
定
の
操
作
的
用
語
で
は
、

一
連
の
弁
別
判

断
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
「
音
山
味
空
間
に
お
け
る
点
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

「
意
味
」
の
操
作
的
定
義
と
し
て
設
定
さ
れ
た
、

空
間
に
お
け
る
点
は
、

次
の
二
つ
の
基
本
的
属
性
を
も
っ
。
す
な
わ
ち
、
原
点
か
ら
の
方
向
と
、
原

点
か
ら
の
距
離
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
属
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
意
味
」
の
質

と
強
度
に
対
応
す
る
。
意
味
空
間
に
お
け
る
点
の
方
向
は
、
記
号
に
よ
っ
て

引
き
起
さ
れ
た
反
応
の
型
に
対
応
し
、
一
組
の
相
極
的
形
容
詞
に
よ
っ
て
定

義
さ
れ
た
意
味
空
間
の
各
主
要
次
元
は
、
一
組
の
相
反
的
な
媒
介
反
応
に
対

応
す
る
。
他
方
、
原
点
か
ら
の
距
離
は
、
反
応
の
強
度
に
対
応
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
尺
度
の
上
に
記
入
さ
れ
た
点
は
、
意
味
空
間
に
お
け
る
概
念
の
位

置
の
座
標
を
構
成
す
る
か
ら
、
測
定
空
間
に
お
け
る
座
標
が
、
そ
の
概
念
と

結
び
つ
け
ら
れ
る
表
象
媒
介
過
程
の
構
成
要
素
に
機
能
的
に
相
当
す
る
と
仮

定
で
き
る
の
で
あ
る
。

〈
操
作
的
定
義
の
妥
当
性
〉

い
か
な
る
意
味
で
、
意
味
尺
度
法
が
「
音
山
味
」
の
測
定
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
心
理
学
者
は
、
当
然
の
関
心
か
ら
、
記
号
を
使
用
す
る
生
活
体
に
内
蔵

さ
れ
て
い
る
「
状
態
」
に
注
意
す
る
。
そ
れ
は
、
記
号
の
翻
訳
過
程
に
お
け

る
必
要
結
果
条
件
で
あ
る
と
同
時
に
、
記
号
の
暗
号
化
過
程
に
お
け
る
必
要

先
行
条
件
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ

が
必
要
条
件
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
充
分
条
件
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ

る
。
メ
ヅ
セ
イ
ジ
に
お
け
る
す
べ
て
の
識
別
し
う
る
事
象
が

究
極
的
に

は
、
言
語
使
用
者
に
お
け
る
弁
別
可
能
な
事
象
と
関
係
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
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来}

な
い
と
い
う
主
張
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
あ
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
言
語
行
動
の
解
釈
に
お
け
る
神
秘
主
義
を
避
け
る
た
め
に
は
、
そ
う
い

資

っ
た
留
保
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

一
口
語
使
用
者
が
、

構
造
化
さ
れ
た
意
味

的
特
性
に
対
し
て
、
共
通
に
、
秩
序
づ
け
ら
れ
た
言
語
的
反
応
を
産
出
す
る

時
、
心
理
学
者
は
、
生
活
体
内
部
で
作
用
し
て
い
る
、
あ
る
程
度
秩
序
立
つ

た
選
択
的
体
系
が
存
在
す
る
こ
と
を
仮
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
意
味
」
と
呼
ば
れ
る
領
域
は
、
そ
の
通
信
事
象
と
生
活
体
の
状
態
と
の
複

雑
な
相
互
関
係
の
中
の
一
つ
の
領
域
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
意
味
尺
度
法
に
よ
っ
て
指
標
が
与
え
ら
れ
る
記
号
と
生
活
体

の
「
状
態
」
の
関
係
に
対
し
て
、
「
意
味
」
と
い
う
用
語
を
あ
て
る
こ
と
は
、

妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
聞
に
対
し
て
、

om間
g
L
は
、
外
包
的
、
指
示
的
、

引
照
的
意
味
と
、
内
包
的
、
情
動
的
、
隠
織
的
意
味
の
区
別
に
よ
っ
て
提
起

さ
れ
る
二
つ
の
聞
に
対
す
る
解
答
に
よ
っ
て
、
答
え
る
の
で
あ
る
。

(1) 

内

包
的
に
は
一
致
が
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
如
何
に
し
て
対
人
聞
に
お
け
る
相
互

通
信
が
可
能
で
あ
る
か
。
こ
の
聞
い
に
対
し
て
、
。
£

gι
は
、
次
の
よ
う

に
答
え
る
。

記
号
の
指
示
休
に
対
す
る
一
致
は
、

そ
の
記
号
と
連
合
さ
れ

る
表
象
的
状
態
の
類
似
性
を
意
味
し
は
し
な
い
。

は
、
反
応
が
な
さ
れ
る
状
況
と
言
語
的
反
応
と
の
聞
に
存
在
す
る
関
係
が
、

む
し
ろ
、

こ
の
場
合
に

同
類
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

意
味
尺

度
に
お
け
る
像
の
類
似
性
が
欠
如
し
な
が
ら
も
、
記
号
の
指
示
に
は
一
致
が

あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
こ
の
用
具
が
心
理
学
的
測
定
法
と
し
て
有
効
で
な

い
と
い
う
証
拠
を
導
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

ω内
包
的
に
は
識
別
で
き

な
い
に
も
拘
ら
ず
、

弁
別
的
な
暗
号
化
が
行
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。

つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
る
。
意
味
尺
度
に
よ
っ
て
指
標
化
さ
れ

る
、
表
象
過
程
か
ら
の
自
己
刺
激
は
、
辞
書
的

4

項
目
を
暗
号
化
す
る
た
め
に

必
要
な
条
件
を
提
供
す
る
が
、
そ
れ
が
充
分
条
件
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
選

択
的
反
応
の
間
で
よ
り
弁
別
的
に
、
選
択
す
る
た
め
に
は
、
文
語
的
文
脈
と
状

況
的
文
脈
か
ら
の
指
示
が
、
表
象
過
程
か
ら
の
指
示
と
結
び
つ
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
な
ん
ら
文
脈
の
な
い
、
あ
る
特
殊
な
表
象
過
程
が
作

り
出
さ
れ
る
時
は
、
そ
の
個
人
は
、
意
味
空
間
の
あ
る
領
域
を
示
す
こ
と
は

で
き
る
が
、
そ
の
指
示
体
に
関
し
て
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
、
一
種
の
指
示

た
と
え
ば
、
「
な
に
か
が
悪
い
こ
と

欠
如
の
意
味
を
経
験
す
る
の
で
あ
る
。

は
確
か
だ
が
、
そ
れ
が
な
ん
だ
か
分
ら
な
い
」
と
い
う
場
合
が
、
そ
れ
じ
あ

た
る
。結

局
、
意
味
尺
度
法
に
よ
る
測
定
で
は
、
記
号
が
指
示
す
る
対
象
に
つ
い

て
の
指
標
は
与
え
ら
れ
な
い
が
、
弁
別
的
行
動
の
予
測
や
解
釈
に
と
っ
て
重

要
で
あ
る
表
象
過
程
に
つ
い
て
の
指
標
は
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

れ

北法17(2・170)340



〈
基
本
的
意
味
因
子
〉

い
か
な
る
空
間
で
も
、
点
の
方
向
を
考
え
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
基
本

座
標
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
味
空
間
の
中
に
、
基
本
的
座
標
系

あ
る
い
は
自
然
に
は
め
こ
ま
れ
た
次
元
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
が

問
題
と
な
る
。
こ
の
発
見
は
、
経
験
的
に
、
因
子
分
析
法
の
転
用
に
よ
っ
て

試
み
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
テ
ス
ト
さ
れ
る
も
の
が
、
意
味
判
断
に
お
け
る

変
化
を
説
明
す
る
因
子
の
体
系
、
す
な
わ
ち
、
因
子
構
造
の
一
般
的
性
格
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
測
定
法
に
お
け
る
一
二
つ
の
変
数
i
被
験
者
、

尺
度
、
概

念
ー
に
つ
い
て
、
可
能
な
か
、
ぎ
り
偏
向
か
ら
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
、

ommgL
は、

ω各
種
の
被
験
者
集
団
に
つ
き
、

ω各
種

の
概
念
を
使
用
し
、
ゆ
各
種
の
状
況
の
下
で
、

ω各
種
の
悶
子
分
析
法
を

利
用
す
る
こ
と
、
に
よ
っ
て
実
験
を
試
み
る
。
そ
の
結
果
、
次
の
四
つ
の
結

論
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ω「
意
味
」
は
多
次
元
的
に
変
る

oω
三

つ
の
主
要
因
平

1
評
価
的
因
子
(
同
三

gzz)
、
力
量
的
因
子

(22芝
、

活
動
的
因
子

E
E
i
q
)
iが
恒
常
的
じ
発
見
さ
れ
る
。

ω意
味
空
間
は
、

政治的態度の測定

判
断
さ
れ
る
概
念
の
種
類
に
よ
っ
て
形
態
変
化
す
る
。

ω三
つ
の
主
要
因

子
の
外
に
、
他
の
幾
つ
か
の
因
子
i
安
定
的
因
子

(ωgrEq)
、
緊
張
的
因

子(け

2
g
g凶
)
、
新
奇
さ
の
因
子
(
ロ
ミ
。
一
三
、
感
受
性
因
子
宮
内
毛
己
さ
可
)

ー
が
試
験
的
に
発
見
さ
れ
る
。

次
に
、
こ
の
意
味
の
体
系
が
、
ど
の
程
度
の
一
般
性
を
も
つ
か
と
い
う
問

題
は
、

ω異
な
っ
た
被
験
者
集
団
の
聞
で
、
こ
の
因
子
構
造
が
ど
の
程
度

一
般
性
を
も
つ
か
の
間
題
、

ω判
断
さ
れ
る
概
念
を
い
ろ
い
ろ
変
え
た
場

合
、
意
味
の
因
子
構
造
は
、
ど
の
程
度
一
般
性
を
も
つ
か
の
間
題
、
の
吟
味

を
通
し
て
検
討
さ
れ
る
。

第
一
問
題
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
英
語
を
話
す
ア
メ
リ
カ
文
化
社
会
の
中

で
、
各
種
の
被
験
者
集
団
聞
の
因
子
構
造
が
比
較
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
い

か
な
る
場
合
に
も
、
こ
の
基
本
的
青
山
味
因
子
に
有
意
差
が
見
出
さ
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
的
意
味
因
子
が
等
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
あ

る
概
念
の
「
意
味
」
が
、
各
被
験
者
集
団
の
間
で
等
し
い
こ
と
で
は
な
く
、

「
意
味
」
判
断
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
「
意
味
の
枠
組
み
」
が
共
通
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
一
言
語
と
文
化
が
全
く
異
な
っ
た
社
会

に
い
る
人
々
の
比
較
が
試
み
ら
れ
る
。
こ
の
第
一
段
階
で
は
、
英
語
と
各
国

の
修
飾
語
と
の
聞
に
、
使
用
頻
度
数
や
用
語
の
独
自
性
に
関
す
る
相
互
の
相

関
関
係
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
言
語
や
文
化
の
差
異
に
も
拘
ら
ず
、
人

身
、
が
経
験
を
修
飾
し
、
物
や
事
象
の
外
観
を
記
述
す
る
支
配
的
様
式
が
類
似

す
る
で
あ
ろ
う
と
結
論
さ
れ
る
。
第
二
段
階
で
は
、
そ
れ
ら
の
修
飾
語
に
よ

る
意
味
空
間
の
基
本
座
標
が
求
め
ら
れ
、
評
価
的
因
子
と
力
量
性
因
子
と
が

発
見
さ
れ
る
。

」
の
比
較
研
究
は

次
空
一
つ
の
目
的
∞
人
間
の
シ
ン
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料

ボ
ル
行
動
に
は
、
言
語
や
文
化
の
差
を
越
え
て
、
普
通
的
な
側
面
が
少
く
と

も
一
つ
は
あ
る
こ
と
を
示
す
、

ωそ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

主
観
的
文
化
の

資

比
較
を
可
能
に
す
る
道
具
を
発
展
さ
せ
、
応
用
す
る
ー
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
試
み
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
試
験
的
段
階
に
と
ど
ま
る
。

第
二
の
聞
に
関
し
て
は
、
各
概
念
ご
と
に
求
め
ら
れ
た
尺
度
聞
の
関
係

が
、
概
念
の
内
容
い
か
ん
に
拘
ら
ず
不
変
的
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
検

討
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
判
断
す
る
概
念
の
特
質
が
尺
度
の
意
味
に
制
約
を
与

え
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
以
上
の
二
つ
の
結
果
|
意
味
の
体
系
が
、
人
間
関
の
場
合
に

は
安
定
し
、
概
念
聞
の
場
合
に
は
不
安
定
で
る
る
と
い
う
鋭
い
対
照
ー
か
ら
、

い
か
な
る
一
般
的
解
釈
が
導
き
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
。
ω向
。

D
L

は
、
そ

れ
を
明
確
な
解
答
と
し
て
で
は
な
く
、
今
後
の
課
題
と
し
て
提
出
す
る
。
第

一
の
結
果
は
、
意
味
の
成
分
が
そ
の
性
質
上
反
応
的
な
特
質
を
も
っ
と
い
う

か
れ
の
学
習
理
論
を
-
証
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
恒
常
的
に
発
見
さ

れ
る
評
価
性
、
力
量
性
、
活
動
性
の
主
要
因
子
は
、
外
国
介
を
知
覚
す
る
様
式

を
反
映
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
有
意
味
な
事
象
へ
の
人
間
の
反
応
の
様
式

を
反
映
す
る
反
応
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
そ
の
主
要

因
子
が
、
情
緒
的
反
応
系
の
主
要
因
子
と
対
応
関
係
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、

情
緒
的
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
情
緒
的
反
応
系
自
体
が
一
般
化
さ

れ
た
性
質
を
も
つ
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
結
果
は
、
意
味
判
断
の
際
に
、
尺
度
と
概
念
の
間
に
交
互
作
用
が

働
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
味
尺
度
一
般
と
い
っ

た
も
の
は
存
在
せ
ず
、
特
定
の
ク
ラ
ス
の
概
念
に
は
、
そ
れ
に
相
応
し
た
尺

度
を
構
成
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
概
念
と
尺
度
の
交
互
作
用
が
い

か
に
し
て
働
く
か
に
つ
い
て
、
二
つ
の
原
因
に
関
す
る
証
明
が
与
え
ら
れ

る
。
一
つ
の
説
明
は

「
音
山
味
」
の
二
つ
の
側
面
l
記
号
の
内
包
的
意
味
と

表
示
的
意
味
の
体
系
が
、
言
語
行
動
の
中
で
集
体
制
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
尺
度
を
規
定
し
て
い
る
言
語
は
、
一
般
化
さ
れ
た
情

緒
的
内
包
と
さ
ま
ざ
ま
な
表
示
的
意
味
と
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
あ
る
尺
度

が
外
延
と
し
て
あ
る
ク
ラ
ス
の
概
念
と
関
連
す
れ
ば
、
そ
の
尺
度
は
一
般
化

的
な
情
緒
的
因
子
か
ら
離
れ
、
そ
の
全
構
造
を
変
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

。
ω
m
g
L
は
、
意
味
の
表
示
的
側
面
と
内
包
的
側
面
と
を
分
け
る
た
め
に

一
つ
の
概
念
を
同
時
に
多
く
の
尺
度
で
判
断
す
る
方
法
と
、
多
く
の
概
念
を

同
時
に
単
一
の
尺
度
で
判
断
す
る
方
法
と
に
よ
っ
て
実
験
を
試
み
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
説
明
は
、
認
知
的
交
互
作
用
に
よ
る
。
こ
れ
は
、
同
時
に
生
じ

た
二
つ
の
意
味
が
折
衷
す
る
方
向
に
相
互
が
変
化
す
る
傾
向
の
こ
と
で
あ

る

oou悶
D
G
ι

は
、
こ
の
説
明
の
検
証
の
た
め
に
、
概
念
の
測
定
さ
れ
た
意

味
と
、
そ
れ
と
交
互
作
用
す
る
尺
度
を
知
る

e

」
と
に
よ
っ
て
、
因
子
空
間
に
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お
け
る
尺
度
の
回
転
を
予
測
し
う
る
実
験
を
試
み
る
の
で
あ
る

3

〈。宙開

g
島
の
方
法
の
特
徴
〉

以
上
の
紹
介
か
ら
、

O
弱
g
L
の
方
法
の
場
合
に
も
、
了
解
モ
デ
ル
的
方

法
と
暗
函
モ
デ
ル
的
方
法
の
架
橋
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
行
動
主
義
者
」
に
よ
っ
て
空
白
の
ま
ま
に
残
さ
れ

た
暗
函
に
関
し
て
、
新
た
な
学
習
理
論
を
仮
説
し
、
か
れ
の
測
定
法
に
よ
っ

て
客
観
的
な
指
標
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
百

2
会

の

方

法

と

は
、
幾
つ
か
の
点
に
お
い
て
非
常
に
異
な
る
。
ま
ず
、
測
定
の
目
的
に
関
し

て
、
同

VGE与
の
試
み
は
、
社
会
に
存
在
す
る
主
要
政
治
諸
集
団
の
配
置
関

係
を
行
動
論
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
。
ω
m
g
L
の
試
み
は
、

行
動
に
お
け
る
「
意
味
」
を
心
理
学
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
次
に
、
測
定
と
い
う
操
作
手
続
き
に
お
い
て
、
両
者
は
、
共
に
、
因
子

分
析
法
と
い
う
数
学
的
論
理
を
使
用
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
測
定
基
盤
に
お

い
て
は
、
原
田
空
会
は
、
豆
忌
見
」
と
い
う
言
語
行
動
を
用
い
、

。問問。。仏

政治的態度の測定

は
、
言
語
行
動
に
含
ま
れ
る
「
連
想
」
を
用
い
る
。
さ
ら
に
、
発
見
さ
れ
る

事
実
の
論
証
過
程
に
お
い
て
は
、
夕
、
ω
g
n
r
は
、
発
見
さ
れ
る
結
果
を
既
存

の
学
習
理
論
に
よ
っ
て
解
釈
し
、
そ
の
解
釈
を
他
の
調
査
結
果
と
の
対
応
閲

係
に
よ
っ
て
検
証
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
。
£
D
D
L

は
、
学
習
理
論
そ
の

も
の
を
新
た
に
仮
説
し
、
そ
れ
を
彼
の
測
定
法
を
使
用
す
る
実
験
に
よ
っ
て

検
証
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
。
認
g
L
の
方
法
の
評
価
は
、
意
味
尺
度
法
が

概
念
の
意
味
を
弁
別
す
る
際
の
「
自
然
な
評
価
格
子
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に

依
存
す
る
か
ら
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
そ
の
検
討
の
努
力
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
そ

の
測
定
法
の
評
価
に
む
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
か
な
り
の
証
拠
が
発

見
さ
れ
、
研
究
は
次
の
段
階
に
移
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
い
わ
ば
、

一
つ
の
最
少
単
位
か
ら
出
発
し
た
か
ら
、
そ
の
方
法
が
、
態
度
、
パ

l
ソ
ナ

リ
テ
ィ

l
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
に
如
何
に
し
て
適
用
可
能
で
あ
る

か
が
次
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、

C
ω
m
g
L
の
方
法
に
関

心
を
向
け
る
理
由
も
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。

伯

適
用
上
の
諸
問
題

。印
m
cえ
の
意
味
尺
度
法
が
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
課
題
、
「
日
本
人
の
政

治
的
態
度
の
測
定
」
に
と
っ
て
適
用
可
能
で
あ
り
、
か
つ
有
効
で
あ
る
か
否

か
は
、
具
体
的
な
適
用
実
験
を
通
し
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
、
そ
れ
に
先
き
立
っ
て
、
幾
つ
か
の
点
を
考
慮
し
て
お
く
こ
と
が
有
益
で

あ
ろ
う
。
ま
ず
、
こ
の
方
法
が
、
如
何
に
し
て
、
態
度
測
定
、
パ

l
ソ
ナ
リ

テ
ィ

l
研
究
、
コ
ミ
ュ
エ
ケ
i
シ
ヨ
ン
研
究
に
適
用
さ
れ
う
る
か
を
検
討

し
、
次
に
、
わ
れ
わ
れ
の
観
点
か
ら
、
異
な
っ
た
文
化
に
適
用
す
る
場
合
に

し
か
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料

生
ず
る
問
題
に
つ
い
て
、
留
意
点
を
幾
っ
か
倹
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

〈
意
味
空
間
と
態
度
〉

資

態
度
は
、
学
習
さ
れ
た
潜
在
的
過
程

(5立
H
2円
安
2
2
ω
)
で
あ
る
o

態

度
は
、
相
反
的
な
双
極
的
属
性
を
も
ち
、
そ
の
強
度
に
お
い
て
変
化
し
、
評

価
的
行
動
を
媒
介
す
る
、

反
応
へ
の
先
行
素
因

(
℃
日
仏
呂
田

M
G
E
t
-
ロ)

で
あ

る
。
償
責
に
関
す
る
こ
の
特
性
は
、
態
度
か
ほ
と
ん
ど
の
刺
激
反
応
の
聞

で
作
用
す
る
内
的
媒
介
活
動
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
、

態
度
そ
れ
白
体
は
、
こ
の
媒
介
的
活
動
の
一
般
的
体
系
の
中
で
、
な
に
と
対

応
し
、
ど
こ
に
位
置
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

。回
m
c
D
L
は
、
彼
の
実
験
的
結
果
か
ら
、
態
度
測
定
に
対
す
る
新
し
い
ア

ブ
ロ
ー
チ
と
原
理
的
説
明
を
提
出
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
因
子
分
析
の

結
果
、
性
質
に
お
い
て
評
価
的
と
判
断
し
う
る
因
子
が
恒
常
的
に
現
わ
れ
る

と
こ
ろ
か
ら
、
態
度
と
全
意
味
空
間
に
お
け
る
評
価
的
次
元
と
を
同
一
視
す

る
の
で
あ
る
。
測
定
的
に
は
、
あ
る
概
念
に
対
す
る
態
度
は
、
そ
の
概
念
の
意

味
が
、
多
次
元
的
空
間
の
評
価
的
次
元
へ
投
影
さ
れ
た
も
の
と
し
て
定
義
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
意
味
空
間
に
お
け
る
す
べ
て
の
点
は
、
評
価
的
構
成
分
を

も
っ
て
い
る
か
ら
、
す
べ
て
の
概
念
は
、
そ
の
全
意
味
の
一
部
と
し
て
部
阿
佐
且

構
成
分
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
評
価
的
次
元
は
、
空
間
の
他

の
次
一
万
と
の
関
係
で
、
方
向
性
に
お
い
て
一
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

評
価
の
種
類
は
、
そ
の
概
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
判
断
の
枠
組
み
l

た
と
え
ば
、
政
治
的
、
審
美
的
ー
に
よ
っ
て
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
定
義
と
原
理
的
説
明
に
し
た
が
っ
て
、
態
度
の
指
標
化
は
、
各
概

念
を
横
断
し
て
、
評
価
的
因
子
に
高
い
負
荷
量
を
も
っ
た
尺
度
が
使
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
態
度
の
主
一
安
属
性
は
、
意
味
尺
度
法
に
よ
っ
て
、
次
の
よ

う
に
示
さ
れ
る
。
態
度
の
方
向
、
好
悪
は
、
被
験
者
が
双
極
的
形
容
詞
の
い

ず
れ
を
選
択
し
た
か
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
態
度
の
強
度
は
、
記
入
さ
れ
た

点
の
原
点
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
音
山
味
尺
度
法
に
よ
る
こ
の
評

価
的
因
子
が
態
度
の
指
標
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
た
め
、
。
ωmccι

(
1
)
 

は
、
吋
宮
田
門

0
5
お
と
巾
や
の
己
円
円
ヨ
自
由
S
F
と
の
比
較
を
行
う
。
そ
の
結

果
、
意
味
尺
度
法
は
、
外
包
的
意
味
に
お
け
る
態
度
の
内
容
、
す
な
わ
ち
、

各
種
の
態
度
を
も
っ
人
々
、
か
す
る
で
あ
ろ
う
特
定
の
反
応
や
、
彼
ら
が
受
け

入
れ
る
で
あ
ろ
う
特
定
の
陳
述
を
引
き
出
し
は
し
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
特

定
対
象
に
対
す
る
態
度
特
性
、
か
一
般
的
評
価
次
元
の
ど
こ
に
位
鐙
す
る
か

に
つ
い
て
の
指
標
を
提
出
す
る
で
あ
ろ
う
と
結
論
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
行

動
の
予
測
に
関
し
て
は
、
限
界
が
あ
る
。
態
度
特
性
は
、
あ
る
種
の
行
動
に

対
す
る
「
素
因
」
を
示
す
だ
け
で
あ
り
、
現
実
の
状
況
に
お
い
て
、
い
か
な

る
顕
在
的
行
動
が
起
る
か
は
、
そ
の
状
況
が
提
供
す
る
文
脈
に
依
存
す
る
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
意
味
尺
度
法
に
よ
る
態
度
は
多
次
元
的
な
意
味
の
一
部
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に
す
、
ぎ
な
い
か
ら
、
予
測
に
必
要
な
情
報
の
一
部
を
提
供
で
き
る
に
す
ぎ

亡
、
。

斗
ナ
ん

t
v

ハ
1
)
叶

7
5
m
gロ
m
m
g
F
や
の
ロ
ロ
Eω
ロ
2
0
r
に
つ
い
て
、
簡
単
に
知
る

は
、
三
好
、
島
田
、
高
木
の
前
掲
書
参
照
。

〈
認
知
的
交
互
作
用
〉

態
度
変
容
の
予
測
に
関
す
る
実
験
の
過
程
で
、

cmmgι
は
、
意
味
尺
度

法
に
よ
っ
て
、
認
知
過
程
の
あ
る
側
面
を
統
禦
す
る
一
般
的
原
理
「
近
接
性

(
2
)
 

の
原
理
」
(
宮
口
門
戸
間
L
O
C
『円。
=
m
Eミ
)
に
対
す
る
証
明
を
与
え
る
。

「
近
接
性
の
原
理
」
は

同
時
的
に
起
る
認
知
事
象
の
相
互
作
用
に
関
係

す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
味
の
形
成
や
意
味
の
変
化
に
含
ま
れ
る

認
知
事
象
は
、
相
互
に
孤
立
し
て
、
個
々
別
々
に
生
起
す
る
の
で
は
な
い
。

人
間
の
学
習
や
思
考
、
記
号
の
意
味
を
獲
得
し
た
り
変
化
さ
せ
た
り
す
る
過

程
は
、
認
知
事
象
の
間
で
の
継
続
的
な
相
互
作
用
か
ら
な
っ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
異
な
っ
た
意
味
を
も
っ
二
つ
の
記
号
が
、
孤
立
し
て
い
る
場
合
に

政治的態度の測定

は
、
異
な
っ
た
媒
介
過
程
を
引
き
起
し
、
意
味
空
間
上
の
異
な
っ
た
点
と
結

び
つ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
二
つ
の
記
号
が
同
時
に
与
え
ら
れ
る
時
に
は
、

そ
の
聞
に
あ
る
種
の
相
互
作
用
が
生
じ
、
意
味
が
変
化
す
る
こ
と
が
、
常
識

的
に
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
も
し
、
こ
の
種
の
相
互
作
用
が
法
則
的
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
一
言
語
結
合
の
結
果
を
予
測
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

「
近
接
性
の
-
原
理
」
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
一
般
原
理
で
あ
る
。
二
つ
の
記

号
が
、
あ
る
主
張

(ω
目。

E
C口
)
に
よ
っ
て
関
係
づ
け
ら
れ
る
時
に
は
、

つ
で
も
、
一
つ
の
記
号
に
と
っ
て
特
徴
的
な
媒
介
反
応
は
、
他
記
号
に
と
っ

て
特
徴
的
な
媒
介
反
応
と
連
合
す
る
(
口
包
括
2
2
2
)
方
向
に
変
化
す
る
。

」
の
変
化
の
総
量
は
、
相
互
作
用
す
る
反
応
の
強
度
に
比
例
す
る
。

こ
の
場
合
、
各
記
号
の
聞
の
相
互
作
用
は
、
互
に
あ
る
特
定
の
評
価
的
関

係
が
も
た
ら
さ
れ
る
主
張
に
よ
る
が
、
そ
の
評
価
的
関
係
は
、
状
況
に
よ
っ

て
肯
定
的
で
も
あ
れ
ば
否
定
的
で
も
あ
る
。
ま
た
、
連
合
の
位
置
と
方
向

は
、
関
係
づ
け
ら
れ
る
言
語
記
号
の
意
味
次
元
に
し
た
が
い
、
そ
の
相
対
的

な
強
度
に
比
例
し
て
変
化
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
原
理
的
説
明

を
与
え
ら
れ
た
「
近
接
性
の
原
理
」
は
、
明
ら
か
に
、
意
味
尺
度
法
に
よ
る

測
定
操
作
と
適
合
す
る
。

こ
の
「
近
接
性
の
原
理
」
は
、
言
葉
が
結
合
さ
れ
る
場
合
や
、
あ
る
対
象

物
が
他
の
対
象
物
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
認
知
さ
れ
る
場
合
、
広
く
言
え
ば
、

近
接
性
の
学
習
す
口
問

E
l々

一22
5
m
)
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
態
度
の
変

容
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
ら
か
に
、
そ
う
い
っ
た
連
合

(
n
g
m
E
Zて
)
は
、
真
空
地
帯
で
は
起
ら
な
い
。

そ
の
作
用
は
、
各
種
の
概

念
が
相
互
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
「
意
味
」

(
E
2
5
2」
、
主
授
の
強
度
、 L 、
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料

概
念
の
心
理
学
的
比
較
性
と
い
っ
た
変
数
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
言
語
の
意
味
は
、
移
り
気
で
、

流
動
的
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
近

資

接
性
の
原
理
」
の
充
分
な
解
明
の
た
め
に
は
、
人
間
の
思
考
に
お
け
る
交
互

作
用
に
影
響
を
与
え
る
諸
々
の
媒
介
変
数
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
意
味
尺
度
法
は
、
人
間
の
思
考
に
含
ま
れ
る
そ
の
よ
う
な
原
理
の
潜
在

的
作
用
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

(
2〉

他
の
行
動
領
域
に
お
け
る
「
近
接
性
の
原
浬
」
に
つ
い
て
。
明
，
g己口・

向

2
前
掲
告
。

。。コ『一一
2
・
ロ

o
n
E
D
ロ
b
U
E
ω
D

コωロの夕、同〆
Z
2
0
n
F
回
京
区
・

、

H
J
g・
Z
2
d
D
E
r
u
〉
ロ
与
℃

3
2
r
s
テ
o
m
Z
ぞ
え
8
5
5』

Z
H
d
H
E
H
2
m
ω
門
官
・
同
μω
〕

E
7
9
7
H
N
O〈
・
回
申
印

ω

〈
意
味
空
間
と
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
〉

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
研
究
領
域
に
あ
っ
て
は
、
記
号
の
意
味
に
対
す
る

個
々
人
の
差
呉
が
、
分
析
手
法
の
基
礎
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
想
定

を
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
o

抑
圧
、
投
写
、
同
一
化
と
い
っ
た
心
理
力
学

的
機
制
は
、
そ
の
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
、
表
象
過
程
な
い
し
「
意
味
」

を
含
む
も
の
と
し
て
分
析
が
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
意
味
尺
度
法
の
適

用
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
枠
組
み
の
中
で
、
精
神
病
は
、
意
味
あ
る
人
や
状

況
を
知
覚
す
る
仕
方
に
お
け
る
無
秩
序
と
見
る
こ
と
が
で
き
、

精
神
療
法

は
、
他
の
正
常
と
考
え
ら
れ
る
人
と
一
致
す
る
方
向
に
、
無
秩
序
な
意
味
を

再
組
織
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

通
常
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
測
定
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
次
の
基

(ヨ〉

本
的
仮
説
か
ら
出
発
す
る
。
あ
る
人
の
心
的
過
程
は
、
か
れ
が
事
象
を
前
も

っ
て
即
断
す
る
仕
方
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
人
の
心
的
構

成
体
(
ロ
2
Z
2
2
5ロ凶
3
5
g
)
は、

一
定
の
二
分
法
的
構
成
か
ら
な
る
。

こ
の
仮
説
は
、
表
象
媒
介
過
程
に
関
す
る

p
m
g
L
の
発
想
、
双
極
的
意
味

尺
度
、
に
類
似
す
る
。
そ
こ
で
、

ommgL
は
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
特
性

と
表
象
媒
介
過
程
と
の
対
応
関
係
を
設
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
種
の
状
況

や
行
動
を
再
現
す
る
個
人
の
潜
在
的
状
態
と
定
義
さ
れ
る
「
特
性
」
は
、
あ

る
一
組
の
記
号
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
、
あ
る
顕
在
行
動
を
媒
介
す
る
共
通

の
媒
介
過
程
か
ら
成
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
対
応
関
係
の
設
定
か
ら
、

意
味
尺
度
法
の
適
用
が
な
さ
れ
る
。
意
味
尺
度
法
は
、
表
象
媒
介
過
程
に
お

け
る
偏
差
を
引
き
出
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
あ
る
特
性

は
、
あ
る
特
定
の
状
況
に
お
け
る
顕
在
的
行
動
か
ら
と
同
様
、
そ
れ
ら
の
状

況
が
個
人
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
共
通
の
「
青
山
味
」
、

す
な
わ
ち
、

尺
度
法

に
よ
っ
て
描
か
れ
る
像
か
ら
も
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。
同
様
、
被
験
者

が
、
「
自
己
」
、
「
愛
」
、
「
母
」
と
い
っ
た
概
念
の
意
味
に
つ
い
て
具
な
る
時
、

あ
る
種
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
差
が
引
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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?
を
え
は
、
最
初
の
相
川
「
心
か
ら
、
彼
の
意
味
尺
度
法
に
よ
る
実
験
を

心
理
力
学
的
機
制
の
解
明
と
心
理
療
法
の
領
域
で
行
う
。
心
理
力
学
は
、
欲

求
阻
止

2
2
5
5
8
)
と
葛
藤

(
n
8
2
2
)
の
状
況
か
ら
生
ず
る
パ

l
ソ

ナ
リ
テ
ィ
l
の
側
面
を
指
す
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。
欲
求
阻
止
と
引
き
起
さ

れ
た
攻
撃
性
は
、
昂
進
、
退
行
、
退
避
、
補
償
と
い
っ
た
反
動
型
の
学
習
へ

と
導
か
れ
、
そ
れ
が
あ
る
個
人
の
性
格
特
性
と
な
る
。
ま
た
、
葛
藤
と
引
き

起
さ
れ
た
不
安
は
、
抑
圧
、
投
射
、
妄
想
、
強
迫
と
い
っ
た
代
替
的
反
応
を

生
み
出
し
、
そ
れ
が
不
安
縮
少
に
基
づ
い
て
学
習
さ
れ
、

性
格
特
性
と
な

る
。
こ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
記
号
に
対
す
る
意
味
の
混
乱
な
い
し
偏
向

が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
。
必

S
L
は
、
こ
の
よ
う
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー

の
力
学
か
ら
予
想
さ
れ
る
意
味
の
差
異
を
、
意
味
尺
度
法
に
よ
る
各
集
団
の

意
味
の
差
異
に
よ
っ
て
テ
ス
ト
す
る
の
で
あ
る
。
心
理
療
法
に
お
い
て
は
、

中
心
的
な
変
数
と
し
て
、
意
味
の
変
化
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
療
法
の
過
程

で
起
る
重
要
な
変
化
は
、
各
種
の
人
、
事
象
、
状
況
が
患
者
に
対
し
て
も
つ

て
い
る
意
味
ゃ
、
そ
れ
ら
の
菅
原
の
聞
の
相
互
関
係
に
お
け
る
変
化
で
あ

政治的態度の測定

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
重
要
な
概
念
に
つ
い
て
、
患
者
が
も
っ
て

い
る
意
味
の
変
化
は
、
操
作
的
に
は
、
意
味
尺
度
法
に
お
け
る
判
断
に
映
し

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(

3

)

 

。
・
者

-
E
S
C
H片
山

P
E
s
r
q
-
出

or・
5ω
ア

。
。

C「
四
月
山
〉
・
阿
山
内
一
一
町
一

H
，t
m
句
兵
三

5
-
2
m円
。
{
守
口

R
C
E一
わ

C四回以守・

2
5・
Z
C
H
Z
P
z
g
-

〈
模
倣
と
同
一
化
〉

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
発
達
や
発
達
障
害
に
お
い
て
中
心
的
な
意
味
を
も

っ
過
程
、
子
供
た
ち
が
両
親
と
「
同
一
化
」

E
2
2ま
す
る
過
程
に
つ
い

へ
A
民

主

)

て
、
媒
介
学
習
理
論
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
「
同
一
化
」
と
「
模
倣
」
に
関
す

る
仮
説
を
、
。
m
四

C
C
L
は
、
音
山
味
尺
度
法
に
よ
っ
て
、
試
験
す
る
。
こ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
が
社
会
化
の
過
程
す
な
わ
ち
、
あ
る
特
定
の
状
況
を
知
覚
し
、

そ
の
状
況
で
行
動
す
る
仕
方
の
伝
達
|
と
呼
ん
で
い
る
も
の
を
、
個
人
の
学

習
過
程
の
側
か
ら
モ
デ
ル
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

自
分
で
は
基
準
に
な
る
手
掛
り
を
知
ら
な
い
依
存
的
個

人
が
、
そ
の
手
掛
り
を
知
っ
て
い
る
手
本
的
個
人
の
行
動
に
、
自
己
の
行
動

を
適
合
さ
せ
る
学
習
を
言
う
。
こ
の
学
習
に
お
い
て
は
、
多
く
の
報
償
経
験

「
模
倣
」
と
は
、

の
後
、
個
人
は
、
「
般
化
」
さ
れ
た
模
倣
的
構
え
、

す
な
わ
ち
、

自
分
で
は

手
掛
り
の
意
味
を
知
ら
な
い
状
況
に
お
い
て
、
白
己
の
顕
在
的
行
動
を
他
者

の
行
動
と
適
合
さ
せ
る
準
備
を
発
達
さ
せ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
模
倣
の
確

率
を
規
定
す
る
の
は
モ
デ
ル
の
権
威
で
あ
り
、
そ
の
権
威
は
、
さ
ら
に
報
償

連
合
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
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料

他
方
、
「
同
一
化
」
と
は

手
本
的
個
人
の
態
度
や
意
味
を
解
釈
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
適
合
的
な
行
動
を
作
り
出
す
場
合
を
い
う
。

資

こ
の
二
つ
の
過
程
は
、
O回
開
O
O
L

に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
模
型
化
さ
れ

(
5〉

る
。
「
模
倣
」
の
場
合
に
は
、
手
本
的
個
人
は
、

各
種
の
記
号
(
同
一
同

に
対
し
て
、
象
表
過
程

(B↓
凹
互
に
よ
っ
で
媒
介
さ
れ
る
各
種
の
適
応
的

反
応
(
列
H
2口
)
に
よ
っ
て
、
反
応
す
る
。
依
存
的
個
人
の
場
合
に
は
、
そ

れ
ら
の
記
号
の
意
味
を
知
ら
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
刺
激

(ω)
と
し
て
、
手
本

的
個
人
の
行
動
に
反
応
し
、
そ
の
結
果
、
模
倣
的
反
応
(
同
ろ
を
な
す
。
「
同

一
化
」
の
場
合
に
は
、
こ
の
模
倣
的
行
動
の
一
部
が
、
依
存
的
個
人
の
象
徴
過

程(『
B
「
3
5、
)
と
し
て
同
一
な
い
し
類
似
の
記
号
(
口
凹
ろ
と
連
合
さ
れ
、

そ
れ
は
同
時
に
、
そ
の
記
号
に
対
す
る
個
人
の
音
山
味
で
あ
り
、
各
種
の
適
合

的
行
動
(
河
ろ
に
対
す
る
媒
介
体
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
模
倣
」
の
場
合

は
、
手
本
と
依
存
者
と
の
聞
に
お
け
る
顕
在
的
行
動
の
類
似
性
を
指
し
、

同
一
化
」
の
場
合
に
は
、
意
味
の
類
似
性
を
指
す
の
で
あ
る
。

」
の
分
析
は
、

社
会
化
過
程
一
般
に
適
用
さ
れ
う
る
で
あ

よ
り
広
く
、

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
社
会
に
お
け
る
あ
る
諸
個
人

(ho--235)
が
他
者

(
Z色
白
)
と
同
一
化
す
る
時
、
彼
ら
は
、
状
況
に
対
す
る
意
味
の
共
有
に
基

づ
き
、
そ
の
手
木
と
同
じ
よ
う
に
状
況
を
解
釈
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
手

本
の
行
動
と
相
似
の
仕
方
で
行
動
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
単
に
あ
る
特

定
の
行
動
を
獲
得
す
る
た
め
に

手
本
が
上
か
ら
設
定
さ
れ
る
場

合
に
は
、
そ
の
手
本
の
権
威
と

報
償
(
受
益
〉
か
ら
求
め
ら
れ

る
反
応
を
産
出
す
る
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

f司、

4 
、ーノ

c::: e;子
E与え戸
~ミド『

E E.:ム肘
←令 Eナ凸
'<呉凸;<;:

F甘 g"e.: e 

Z二EF 
岡田ヨアベ

言zi F 

〈
意
味
尺
度
法
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
〉

ー「

通
常
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l
シ
ヨ

ン
研
究
は
、

あ
る
「
情
報
」

(
B
2
8向
。
)
が
、

「
発
信
地
」

(凹

g
g巾
)
か
ら
、
あ
る
特
定
の

「
通
信
路
」

(
n
E
E巾
]
)
を
通
じ

て

「
受
信
者
」

(
同

2
q円耳叶)

に
到
達
す
る
過
程
を
扱
う
。
し

ミl¥
n .........-> Sm)亡

[百二斗(r/m..→〉〈:;

〈

5
〉

学
習
過
程
の
模
型
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か
し
、
人
間
の
意
思
疎
通
過
程
に
お
い
て
は
、
感
覚
的
受
信
技
能
と
運
動
送

信
的
技
能
と
の
分
析
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

c
a
g
L
の
学
習
理
論
に

よ
れ
ば
、
象
徴
的
、
表
象
媒
介
過
程
の
解
明
が
必
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

投
入
過
程
に
あ
っ
て
は
、
通
信
路
に
あ
る
記
号
と
し
て
の
合
図
が
、
あ
る
表

象
媒
介
体
と
の
連
合
を
獲
得
し
、
意
味
体
と
な
る
。
産
出
過
程
に
あ
っ
て

は
、
こ
れ
ら
の
媒
介
休
が
、
あ
る
運
動
技
能
(
話
す
、
書
く
)
と
の
選
択
的

連
合
と
獲
得
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
意
志
が
表
明
さ
れ
る
。

pmoえ
は
、
情

報
文
に
含
ま
れ
る
記
号
が
、
諸
々
の
表
象
媒
介
体
の
聞
で
選
択
す
る
過
程

を
「
翻
訳
過
程
」

2
2
0岳
口
問
)
と
呼
び
、
表
象
媒
介
体
が
表
現
技
能
の
間

で
選
択
す
る
過
程
を
「
暗
号
過
程
」

(
2
2
L
5
m
)
と
呼
ぶ
。

も
ち
ろ
ん
、
人
間
の
意
志
疎
通
過
程
の
型
は
、
多
様
で
あ
り
、
通
信
路
も

多
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

C
品
C
C
仏
は
、
意
味
尺
度
法
の
適
用
を
そ
の

多
様
性
に
応
じ
て
、
試
み
て
い
る
。

〈
日
本
人
の
言
語
行
動
〉

cmmccL
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
原
理
的
説
明
と
適
用
実
験
か
ら
、
意
味

政治的態度の測定

尺
度
法
が
、
態
度
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
、
コ
ミ
ュ
ケ
!
シ
ョ
ン
の
研
究
領

域
に
適
用
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
観
点
か

ら
す
る
と
き
、
適
用
上
の
検
討
は
、
そ
れ
で
は
不
充
分
で
あ
る
。

cumcmえ
は

そ
れ
ら
の
研
究
領
域
に
含
ま
れ
る
問
題
を
、
「
個
人
」

学
習
過
程
に
関
す
る
彼
の
理
論
的
仮
説
上
衣
象
媒
介
過
程
に
基
づ
い
て
分
析

す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
問
題
を
扱
う
基
本
単
位
は
、
心
理
学
に
お
け
る
モ

ル
的
単
位
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
「
政
治
的
態
度
」
の
研
究
に
お

い
て
は
、
主
要
関
心
は
、
集
団
に
関
す
る
モ
ル
的
単
位
に
あ
る
。
し
た
が
っ

て、

C
∞
mgι

の
展
開
し
た
個
人
の
学
習
過
程
に
関
す
る
理
論
模
型
と
、
日

本
人
の
社
会
化
過
程
と
の
対
応
関
係
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
、
意
味
尺
度
法
に
よ
る
態
度
測
定
に
あ
っ
て
は
、
測
定
の
操
作
上
、

政
治
的
概
念
と
、
そ
れ
を
評
価
す
る
た
め
の
形
容
詞
群
が
使
用
さ
れ
る
が
、

そ
れ
ら
の
政
治
言
語
が
、
日
本
社
会
の
中
で
い
か
な
る
存
在
形
態
を
と
っ
て

い
る
か
の
検
討
を
必
要
と
す
る
。

一
般
に
、

政
治
の
中
で
使
用
さ
れ
る
言

語
は
、
意
味
の
起
源
と
な
る
日
常
的
行
動
か
ら
遠
く
離
れ
た
、
「
抽
象
的
記

号
」
(
白
色
間
口
)
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
、
直
接
的
な
行
動
連
鎖
を
も
っ
比
較

的
単
純
な
記
号
と
の
反
復
的
連
合
を
通
じ
て
、
字
義
的
(
一
回
吉
田
一
一
司
)
に
定
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
的
言
語
は
、
行
動
経
験
を
通
じ
て

よ
り
も
、
単
純
な
記
号
の
連
合
関
係
と
し
て
意
味
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
政
治
的
一
言
語
は
、
あ
る
一
組
の
人
々
に
と
っ
て
共
通
の
意
味
を
附
せ

ら
れ
て
い
る
、
キ
マ
リ
文
句
、
常
套
語
、
観
念
的
な
組
織
用
語
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
政
治
的
言
語
の
氾
濫
は
、
日
本
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
の
主
要
な
政
治

の

的
概
念
が
外
国
か
ら
の
翻
訳
に
よ
る
と
い
う
事
情
か
ら
、

一
層
そ
の
傾
向
を

北法17(2・179)349



料

増
す
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
に
留
意
す
れ
ば
、
「
言
葉
」
を
測
定
操
作
の
基
擦
と
す
る
態
度

資

調
査
は
、
使
用
さ
れ
る
言
語
が
、
日
本
社
会
で
い
か
な
る
存
在
形
態
と
機
能

を
も
っ
て
い
る
か
に
関
す
る
知
識
と
統
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な

わ
ち
、
一
言
語
行
動
に
関
す
る
心
理
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
言
語
の
社
会
的

機
能
を
問
題
に
す
る
ご
般
意
味
論
」
な
い
し
「
日
常
論
理
学
」
の
統
合
を

必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

(
6
)
 
そ
の
た
め
の
示
唆
的
研
究
と
し
て
、

∞-
H

・
目
白
苫
r
E〈
一
戸
田
口
問

g
m巾
E
叶
F
O
己四一戸丹田口
ι
〉
ロ
ゴ
ヨ
コ
一

回
日
円

2
1・
3
ぉ
・
(
邦
訳
あ
り
)

∞可
Bro--
∞
g
z
m
E
L
H
V
2
S
E
E
M
J
Z
m
吋円。己円
F

呂
田
・

円
可
ヨ
ロ
ロ
回

q
目。ロ白ロ
L
O
H
7
巾吋凹(邑・)∞可
g
r
o
r
除
∞
c
n
一め昨日〉出
ω
弓

qw

H
由
日
印
・

鶴
見
俊
綿
、
哲
学
論
、
創
文
社
、
昭
和
二
十
八
年
。

R
-
P
ド

l

ァ
、
ス
ロ
l
ガ

γ
の
氾
濫
す
る
国
中
央
公
論
、
昭
和

三
十
六
年
・
一
月
号
。

ま
た
、
た
と
え
ば
、
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
っ
た
問
題
の
扱
い
方
、
か
、

一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
。

ヌロ
3
2
7
開
・
切

2
5
5悶
U

A，
Z
Hヨ
a
p
y向日
E
m白
コ
司

5
3
3
8・

(
邦
訳
あ
り
)

ロE
己

ω
一
』
回
o
o
a
z
z
一寸}戸。

Hコdh同市
内
一

mwHμ
巳
5
2
d
w
H
m
E
B
(
邦
訳
あ
り
U

(r~ 

予

調

査

備

/¥ 

目

的
¥/ 

こ
の
調
査
研
究
の
主
要
目
的
は
、
政
治
的
概
念
の
判
断
に
お
い
て
、
共
通

す
る
基
準
座
標
が
あ
る
か
ど
う
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
構
造
を
も

っ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
基
準
座
標
は
、
測
定

的
に
は
、
基
本
的
意
味
因
子
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
基
本
的
意
味

因
子
が
等
し
い
と
い
う
三
と
は
、
判
断
さ
れ
た
あ
る
概
念
の
意
味
が
種
々
の

被
調
査
集
団
の
問
で
等
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
意
味
判
断
の
基
礎
と

な
っ
て
い
る
「
意
味
の
枠
組
み
」
が
不
変
共
通
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
適
用
研
究
で
は
、
言
語
と
文
化
の
如
何
を
問
わ
ず
、
共
通
の
意
味

体
系
の
存
在
が
確
か
め
ら
れ
、
三
つ
の
基
本
的
意
味
因
子
l
評
価
的
悶
子
、

力
量
的
因
子
、
活
動
的
因
子
ー
が
恒
常
的
に
折
出
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
政

治
的
判
断
の
場
合
に
は
、
そ
の
一
評
価
的
因
子
自
体
の
構
造
が
如
何
な
る
も
の

で
あ
る
か
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
点
は
、
ま
だ
未
開
発
の
領
域
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
、
そ
の
評
価
的
因
子
の
中
で
、
た
と
え
ば
、
審

美
的
判
断
、
倫
理
的
判
断
、
利
得
的
判
断
、
優
劣
的
判
断
・
・
・
が
相
互
に
い

か
な
る
関
連
を
も
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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こ
の
測
定
法
は
、
三
つ
の
変
数
!
被
験
者
、
形
容
詞
か
ら
な
る
尺
度
、
評

価
さ
れ
る
政
治
的
概
念
|
に
依
存
す
る
。

ま
ず
、
被
験
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
共
通
す
る
基
準
座
裂
が
あ
る
か
ど
う

か
の
検
討
は
、
各
被
験
者
集
団
に
つ
い
て
現
わ
れ
た
因
子
構
造
の
比
較
を
通

じ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
予
備
調
査
に
お
い
て
は
、
そ

の
検
討
は
で
き
な
い
。

判
断
さ
れ
る
政
治
的
概
念
は
、
日
常
、
使
用
頻
度
が
高
く
、
し
か
も
、
政

治
的
象
徴
と
し
て
重
要
な
も
の
が
、
三
十
語
選
択
さ
れ
て
い
る
。

尺
度
は
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
満
す
と
忠
わ
れ
る
三
十
組
み
の
反
対
語
か

ら
定
義
さ
れ
る
形
容
詞
群
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
o

(

1

)

我
々
が
こ
の
予
備
調
査
の
た
め
に
選
択
し
た
三
十
の
政
治
的
概
念
、

と
三
十
組
の
双
経
的
形
容
詞
群
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
被
験
者
は
、
各

概
念
に
つ
き
、
七
段
階
か
ら
な
る
尺
度
上
に
、
遂
一
印
象
を
記
入
す
る

の
で
あ
る
。

政治的態度の測定

6 
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結

果
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各
評
価
語
の
因
子
分
析

こ
の
予
備
調
査
で
は
、
評
価
的
因
子
内
部
の

E
σ
l
n
E
E
が
、
あ
る
特
徴

的
な
構
成
を
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
検
討
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
、
異
な

(
2
)
 

っ
た
被
験
者
集
団
、
異
な
っ
た
文
化
と
の
比
較
を
必
要
と
す
る
。

2 

各
政
治
的
概
念
聞
の
因
子
分
析

こ
の
因
子
分
析
の
結
果
は
、
あ
る
一
つ
の
政
治
的
言
語
が
特
定
集
団
に
と

っ
て
使
用
さ
れ
る
と
き
に
は
、
他
の
政
治
言
語
と
同
じ
意
味
の
文
脈
に
あ
る

こ
と
(
モ
ル
状
況
)
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
は
、
被
験
者
集
団
の
顕
在

僚共連党国

的
行
動
な
い
し
、
陳
述
さ
れ
る
意
見
の
内
容
分
析
に
よ
っ
て
検
証
す
る
こ
と

(
3
)
 

が
可
能
で
あ
ろ
う
。

3 

政
治
的
価
値
態
度

個
人
の
内
心
や
日
常
生
活
の
内
的
実
質
的
局
面
を
も
律
す
る
価
値
態
度

が
、
上
か
ら
「
機
構
」
を
通
じ
て
設
定
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
ら
が
個
人
の
内

北法17(2・181)351 
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政治的態度の測定

注 ω Scale ROT A TED F ACTOR LOADING 

(V ARIMAX METHOD ROTA TION) (表5)

Scale 
Fl Fz F3 F~ Fo h2 

No. 

1 0.8964 -0.3497 一0.0604 -0.1208 0.1970 0.9816 

2 -0.6290 0.5560 0.2704 -0.0668 0.0221 0.7828 

3 0.9740 -0.1111 一0.1910 -0.0872 0.0033 1. 0051 

4 0.0697 0.8879 -0.0485 0.1682 -0.0163 0.8242 

b 0.8803 -0.3571 -0.0745 -0.0228 0.1034 0.9193 

6 0.9458 -0.1747 戸 0.1210 0.0677 0.0145 0.9572 

7 0.8633 一0.1966 -0.4271 0.0366 0.0145 0.9680 

8 0.4600 -0.8280 0.0556 0.1623 -0.0254 0.9272 

9 0.9119 -0.1895 -0.1783 0.0998 0.2492 0.9708 

10 0.8712 -0.2689 -0.1889 -0.1472 -0.0139 0.8888 

11 0.8057 -0.2510 -0.0766 0.0855 0.4329 0.9128 

12 0.8912 -0.2428 -0.2472 0.0926 0.2340 0.9777 

13 -0.2960 0.7978 -0.2694 -0.0657 0.0724 0.8700 

14 0.6896 0.3711 -0.3041 -0.4239 0.1360 0.9039 

15 0.9315 0.0797 -0.3026 -0.1536 0.0057 0.9892 

16 -0.7465 0.4811 -0.0908 -0.2838 -0.0198 0.8782 

17 -0.3613 -0.1529 0.8663 0.1116 -0.1571 0.9415 

18 0.5160 0.4477 0.4920 0.1474 -0.2955 0.8178 

19 0.9451 -0.0974 0.0884 0.0138 0.0487 0.9131 

20 0.8278 -0.2968 0.2096 0.2904 0.1149 0.9149 

21 0.8618 -0.3650 -0.1435 0.0451 -0.0471 0.9007 

22 0.2946 -0.6527 0.3611 0.3653 0.0404 0.7783 

23 0.9362 -0.1644 0.0828 0.2083 0.1612 0.9797 

24 0.3266 0.1217 0.4493 0.0132 0.6a8 0.6953 

25 0.8247 -0.0873 -0.4780 0.1935 0.0890 0.9616 

26 0.8880 -0.3821 0.0990 0.0431 0.1919 0.9830 

27 0.9413 -0.1449 -0.2291 0.1032 0.1196 0.9844 

28 -0.0669 0.2987 0.8389 0.0266 -0.0490 0.8005 

29 0.8301 -0.1445 -0.3406 -0.0489 0.3878 0.9786 

30 0.9282 -0.1504 0.0632 -0.0786 0.1430 0.9148 

17.4981 4.5853 3.3030 0.7803 1.1542 27.3209 
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注 (3) Concept ROT A TED F ACTOR LOADING 

(V ARIMAX METHOD ROT A TION) (表6)

Concept F1 F2 F3 F4 h2 
No. 

0.7208 0.3004 0.0545 0.4455 0.8112 

2 -0.1657 0.7188 -0.6223 -0.0248 0.9320 

3 -0.8044 -0.2703 0.1774 0.3904 0.9041 

4 -0.8710 0.2502 -0.2708 0.0545 0.8975 

::> -0.7836 -0.0778 0.5387 -0.0733 0.9156 

6 0.5447 0.7740 0.1249 -0.2063 0.9538 

7 -0.8597 0.4038 0.1687 0.2101 0.9747 

8 -0.2292 -0.9008 0.1487 0.0000 0.8862 

9 0.0837 0.9104 -0.2728 -0.0952 0.9194 

10 0.0362 0.7334 -0.0378 -0.3752 0.6814 

11 0.3632 0.7655 -0.0163 -0.2108 0.7626 

12 0.1773 -0.7818 0.1800 0.3370 0.7885 

13 -0.4597 0.2331 -0.7209 0.2610 0.8535 

14 0.1714 0.8521 0.3370 -0.2103 0.9132 

15 -0.7564 -0.5079 -0.0077 0.0620 0.8340 

16 0.6455 0.6234 0.3082 -0.2467 0.9611 

17 -0.1375 0.4513 0.6597 0.0907 0.6660 

18 0.2979 0.7672 0.3964 -0.0979 0.8441 

19 -0.1283 -0.1888 -0.0877 0.5502 0.3625 

20 0.5460 0.7035 -0.1006 0.2184 0.8508 

21 0.2834 0.8810 -0.0562 -0.2616 0.9281 

22 -0.7080 -0.4428 -0.4296 0.1427 0.9023 

23 -0.0665 0.8602 -0.1186 0.3812 0.9037 

24 -0.7301 -0.3600 0.0020 0.3652 0.7959 

25 0.5431 0.6580 0.3047 0.0340 0.8219 

26 0.4463 -0.3765 -0.3173 0.6187 0.8245 

27 -0.8324 -0.1786 -0.3184 0.0496 0.8287 

28 -0.6735 0.2832 -0.0887 -0.1606 0.5670 

29 0.2020 0.9338 -0.0329 -0.1170 0.9276 

30 -0.8095 0.0281 0.2662 0.1247 0.7425 

8.9341 11. 0369 2.8747 2.1084 24.9541 
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れ
る
。
こ
の
結
果
は
、
日
常
の
常
識
的
観
察
と
充
分
適
合
す
る
。

面
に
お
い
て
如
何
に
受
容
さ
れ
て
い
る
か
が
充
分
検
討
に
値
い
す
る
。
通

常
、
そ
れ
ら
の
価
値
態
度
は
、
相
反
的
な
内
容
を
も
っ
幾
つ
か
の
象
徴
群
に

よ
っ
て
、
一
括
的
に
表
象
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
日
常
的
に
最

も
高
い
頻
度
で
使
用
さ
れ
る
評
価
的
象
徴
群
が
、
一
体
い
か
な
る
内
容
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
み
た
。

ω「
革
新
的
保
守
的
」
は
、
幾
分
倫
理
的
判
断
か
ら
構
成
さ
れ
、
こ
の
結

果
は
、
無
限
に
「
革
新
的
」
で
あ
る
こ
と
を
自
己
の
「
正
し
さ
」
の
弁
証

と
す
る
、
学
生
の
精
神
的
風
土
を
示
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
o

ω「
民
主
的
i
非
民
主
的
」
は
、
す
べ
て
の
評
価
基
準
と
高
い
相
闘
を
示
し

そ
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
の
被
験
者
に
関
し
て
は
、
仙
「
近
代
的
前
近
代

的
」
の
評
価
基
準
は
、
主
と
し
て
、
「
高
級
、

政治的態度の測定

(表7) 7 
(優れている一一劣っている) 0.9453 '-J 

( 高級なー一一低級な)0.9428 

(スマー は一一野暮な)0.9363 

(民主的 非民主的) 0.9286 

〔きれい一一きたない)0.9241 

(公平な 一一不公平な)0.9144 

〔快 い一一司、快い) 0.9054 

引一
， (正しい一一不正な)0.9032 

F五司 I(公平なー不公平な)0，8四

日優れている一一劣っている) 0.8500 

| 保守的 11(よ いーわるい)0.8443 

‘〔古 L 、一一新しい) 0.8307 

効
率
」
か
ら
構
成
さ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
民
主
的
」
と
い
う
評
価
語
は
、

な
ん
ら
特
定
の
回
目

美
的
、

体
的
内
容
を
も
た
ず
、
た
だ
、
自
己
を
非
難
か
ら
守
り
、
白
己
の
正
統
性
を

(よ L 、 jコるい)0.9605 

(快 L 、 一 一 不 快 い ) 0.9561 

(公平な 一一不公平な)0.9517 

(優れている一一一劣っている) 0.9510 

(正常な 異常な)0.9419 

(高級な一一低級な)0.9391 

(き れ L 日一一きたない) 0.9387 

(正しい一一不正な)0.9351 

(近代的一一一前近代的) 0.9286 

(明る L、一一時 い) 0.9224 

(有益な一一無益な)0.9162 

(スマートな←一一野暮な) 0.9094 

一同一

保
証
す
る
た
め
に
唱
え
ら
れ
る
ス
ロ

l
ガ
ン
に
す
ぎ
な

こ
の
-
評
価
語
の
意
味
は
、
「
民
主
的
と
は
い
い
こ

と
だ
」
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
は
、
わ
れ

し、。わ
れ
が
日
常
よ
く
観
察
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
特
別
の

検
証
を
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

制

度

表

象

日
木
人
の
社
会
化
過
程
の
特
性
か
ら
、
機
構
を
表
象

4 
す
る
象
徴
群
に
対
す
る
反
応
と
、
そ
の
機
構
内
で
現
実

に
作
用
す
る
行
動
主
体
を
表
象
す
る
象
徴
群
に
対
す
る

北法17(2・185)355

反
応
と
が
、
な
に
か
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
機
構
」
を
表
象
す
る
象
徴
群
は
、

抽
象
的
で
、
実
際
の
行
動
と
は
結
び
つ
か
ず
ス
ロ
l
ガ



軍ヰ資

(図2)

い

な

な

な
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公

き

不
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不

不

無
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な

な

な
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益
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な
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的
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れ
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極

主

代

注

き

快

A 
t、

積

民

近

よ

(t~ 守保

官代

議

土

自

衛

隊

政

党

圧
力
団
体

議
会
主
義

余新

憲

法

平

和

革

命

的新竿

ソ
化
し
て
い
る
か
ら
、
人
々
は
、
単
に
免
疫
的
反
応
を
一
示
す
で
あ
ろ
う
。
他

北法17(2・186)356

方
、
新
し
い
制
度
化
の
努
力
が
欠
如
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
本
来
、
制
度

表
象
の
象
徴
で
あ
る
も
の
が
、
実
は
、
在
来
的
な
行
動
様
式
を
表
象
し
て
い

僚

る
た
め
、
「
機
構
」
の
運
行
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
で
あ
ろ

(
5
)
 

ぅ
。
わ
れ
わ
れ
の
結
果
は
、
こ
の
予
想
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

あ

刀ミ

き

と

実
験
か
ら
提
出
さ
れ
る
結
果
は
、
常
に
、
明
白
な
結
論
で
は
な
く
、
次
の

実
験
の
た
め
の
発
見
的
仮
説
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
そ
う
い
っ
た
努
力
の
連
続

か
ら
、
実
験
的
性
格
を
も
っ
操
作
的
研
究
が
、
構
成
存
立
さ
れ
る
の
で
あ

限

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
種
の
研
究
の
功
績
は
、
研
究
環
境
の
如
何
に
よ
っ

て
、
か
な
り
の
程
度
、
左
右
さ
れ
る
。

gagnrや
O
ω
m
D
O
L

の
場
合
に
は
、

多
年
に
渡
る
理
論
的
研
究
の
遺
産
、
各
種
の
測
定
操
作
技
術
の
開
発
、
多
く

の
比
較
し
う
る
研
究
資
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
他
方
、
わ
が
国
の
研
究
者
の

場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
諸
点
に
お
い
て
、
か
な
り
の
後
れ
や
、
不
利
を
負
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
全
く
最
初
の
出
発
点
か
ら
始
め
る
必
要

は
、
必
ず
し
も
な
い
。
む
し
ろ
、
外
国
で
開
発
さ
れ
た
方
法
の
功
罪
を
充
分
に

検
討
し
、
そ
れ
ら
の
方
法
を
日
本
社
会
へ
適
用
す
る
と
き
に
生
ず
る
諸
問
題

ー
そ
れ
ら
は
、
日
本
の
研
究
者
の
課
題
関
心
と
研
究
対
象
の
特
性
に
依
存
す



る
ー
の
検
討
を
通
じ
て
、
最
も
妥
当
で
有
効
な
方
法
の
開
発
を
試
み
て
ゆ
け

ば
よ
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
場
合
に
も
、
以
上
の
検
討
を
通
じ
て
、
一

つ
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
o

そ
れ
は
、
主
要
政
治
諸
集
団
の
相
対
的
配
置

関
係
に
映
し
出
さ
れ
る
政
治
的
態
度
の
構
造
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
る
、
よ

り
「
操
作
的
」
な
開
3
2
n
r
の
方
法
と
、
個
人
の
内
面
に
お
け
る
「
意
味
」

の
構
造
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
、
よ
り
「
了
解
的
」
な
。
品

gL
の
方
法
を

連
動
さ
ぜ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
「
政
治
的
態
度
」
の
構
造
を
解
明

す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
操
作
的
実
験
に
よ
る
、
一
つ
の
有
効
で
妥
当

な
方
法
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
可
能
性
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
種
の
測
定
研
究
に
は
、
役
割

の
限
定
化
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
論
稿
の
各
個
所
で
、
す
で
に
留

意
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
特
に
、
一
般
読
者
の
誤
解
を
避
け
る
た
め

に
、
幾
つ
か
の
点
を
最
後
に
つ
け
加
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
こ
の
種
の
測
定
研
究
が
政
治
行
動
研
究
一
般
の
中
で
占
め
る
位
置

は
、
非
常
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
っ
、
必
ず
し
も
主
要
な
位
置
を
占

政治的態度の測定

め
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
測
定
研
究
に
あ
っ
て
は
、
規

範
的
で
あ
れ
、
経
験
的
で
あ
れ
、
な
ん
ら
か
の
「
モ
デ
ル
」
の
設
定
は
避
け

ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
モ
デ
ル
」
は
、
さ
ら
に
、
操
作
的
観
点
か

ら
再
定
義
さ
れ
な
吋
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
そ
の
「
モ
デ
ル
」
に
ょ
っ

て
扱
わ
れ
て
い
る
ら
の
は
、
一
つ
の
「
理
念
型
」
で
あ
り
、
制
度
化
さ
れ
た

「
型
」
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
、
比
較
的
安
定
し
た

政
治
社
会
な
い
し
理
念
化
さ
れ
た
秩
序
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
、
日
常
経
験
す
る
政
治
過
程
は
、
変
動
や
そ
れ
に
付

随
す
る
不
安
定
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ

う
な
「
理
今
封
十
」
や
「
型
」
に
よ
っ
て
扱
い
う
る
も
の
は
、
実
は
、
表
層
的

な
、
動
機
力
の
弱
い
政
治
行
動
な
の
で
あ
る
。
か
り
に
、
政
治
研
究
者
の
主

要
関
心
が
そ
れ
ら
に
集
中
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
研
究
者
の
課
題
関
心

そ
の
も
の
が
、
倫
理
的
に
去
勢
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
な
ん
ら
か
の

安
定
し
た
秩
序
を
求
め
る
期
待
に
よ
っ
て
先
取
さ
れ
て
い
る
結
果
な
の
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
政
治
的
行
動
は
、
混
沌
と
危
険
を
特
性
と
す
る
。

ら
、
政
治
行
動
の
研
究
者
は
、
常
に
、
理
論
的
模
型
の
美
的
享
楽
と
、
政
治

行
動
に
固
有
な
危
険
や
混
沌
の
認
識
と
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
経
験
す
る
の
で
あ

そ
こ
か

る。
次
に
、
こ
の
論
稿
の
最
初
に
提
出
し
た
「
理
解
」
と
「
予
測
」
に
闘
し

て
、
こ
の
種
の
測
定
研
究
は
、
い
か
な
る
役
割
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
。
い
か

な
る
社
会
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
社
会
が
存
続
す
る
た
め
に
は
、
な
ん
ら
か
の

制
度
化
の
努
力
を
必
要
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
制
度
化
の
方
法
は
そ
の

社
会
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
り
、
上
か
ら
「
機
構
」
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
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料

も
あ
れ
ば
、
下
か
ら
「
状
況
」
の
整
序
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

し
か
し
、
人
々
は
、
そ
の
よ
う
な
制
度
化
を
通
じ
て
、
行
動
の
可
測
性
を
獲

資

制
度
化
さ
れ
た
行
動
の
研
究
か
ら
は

次
に
起

得
す
る
。

し
た
が
っ
て
、

る
行
動
の
範
闘
を
確
率
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
行

動
主
体
の
「
態
度
」
や
」
動
機
」
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
そ
の
確
率
を
一
一
層
高

め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
操
作
的
測
定
研
究
は
、
予
測
に
必
要
な
す
べ
て

の
要
因
を
算
定
で
き
は
し
な
い
し
、
ま
た
、
政
治
行
動
の
あ
る
測
面
を
扱
い

う
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
人
同
事
象
に
あ
っ
て
「
予
測
」
と
い
う
作
業

そ
の
も
の
は
、
現
実
に
対
す
る
挑
戦
や
将
来
に
対
す
る
期
待
が
あ
る
場
合
に

の
み
、
意
味
の
あ
る
活
動
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
測
定
に
よ
る
操
作

的
研
究
は
、
測
定
理
論
や
測
定
技
術
の
何
年
か
毎
に
起
る
批
判
的
発
展
と
、

政
治
状
況
の
独
自
性
と
に
悩
ま
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
た
が
っ
て
、

こ
の
種
の
研
究
は
「
理
解
」
に
関
し
て
も
、
あ
る
特
定
の
手
法
に
よ
る
、
あ

る
特
定
の
時
と
場
所
に
お
け
る
、
同
時
代
史
的
な
記
述
と
し
て
、
限
ら
れ
た

役
割
を
も
つ
の
み
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
限
界
が
認
識
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
程
の
研
究
が
も
っ
「
操
作
性
」

に
対
し
て
、
し
ば
し
ば
表
明
さ
れ
て
き
た
過
大
評
価
と
危
倶
の
念
を
、
正
当

な
と
こ
ろ
ま
で
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
こ
の
種

の
研
究
は
、
自
覚
的
で
あ
れ
無
自
覚
的
で
あ
れ
、
現
実
の
政
治
社
会
に
対
す

る
な
ん
ら
か
の
「
操
作
的
」
観
点
を
含
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
投
票
行
動

の
研
究
は
、
人
々
が
ど
の
よ
う
に
投
票
す
る
か
を
知
り
た
が
っ
て
い
る
実
践

家
の
必
要
に
対
し
て
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
、
情
報
を
提
供
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
実
際
、
現
代
の
投
票
行
動
の
研
究
は
、
皮
肉
に
も
、
長
年
に
わ
た

る
努
力
と
慎
重
な
注
意
と
に
よ
っ
て
確
保
し
て
き
た
「
投
票
の
秘
密
」
を
、

』
ん
ど
は
「
科
学
的
目
的
」
の
た
め
に
暴
露
す
る
努
力
を
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
努
力
の
結
果
は
、
操
作
的
技
術
を
教
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
政
治
家
の
努
力
を
軽
減
し
は
し
な
か
っ
た
。
選
挙
は
、
偉
大
な
儀
式
で

あ
り
、
投
票
は
、
な
お
依
然
と
し
て
、
神
秘
的
謎
で
あ
り
、
選
挙
民
は
、
あ

い
変
ら
ず
、
潜
在
的
浮
動
層
な
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
種
の
研
究
が
な

し
と
げ
た
最
大
の
功
績
は
、
通
常
、
投
票
行
動
に
関
し
て
、
実
践
家
や
研
究

者
に
よ
っ
て
抱
か
れ
て
い
る
型
に
は
ま
っ
た
観
念
の
妥
当
性
を
評
価
が
え
さ

せ
た
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
、
調
査

研
究
の
操
作
的
性
格
を
危
倶
す
る
な
ら
、
そ
の
前
に
、
偽
疑
科
学
的
方
法
に

よ
る
研
究
と
科
学
的
方
法
に
よ
る
研
究
と
を
区
別
す
る
感
覚
を
も
た
な
け
れ

ギ
j
h

工
‘
つ
工
、
O

B
U
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戸
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一
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Measurement of the Political Attitude 

its method and case studies 

Shiro ABB 

1 The study of political behaviour in Japan 

a) Some bias of Japanese student of politics 

It is comparatively recent that Japanese students of politics began 

to use“political behaviour" as a term of art， referring to a specializ-

ed approach to the observation and analysis of political phenomena. 

The study of politics in Japan has long suffered from the neglect of 

empirical research there used to be a tendency to concentrate on 

legalistic form at the expense of substance and to neglect the human 

element in situations. The formalism， such as， descriptions of a 

machine which can be described in impersonal terms， has been a 

dominant current in the study of politics in Japan. After the Second 

World War， we were confronted with the double important tasks 

to achieve: the establishment of the political science as the empirical 

science and the fixation of modern political institutions into Japanese 

society. Then， the peculiar approach of “political behaviour" was 

imported mainly from American world of science into Japan， on our 

reflection of the past study of politics. But this importation had 

some bias : it might be 日 lled“scienticism" in the sense that the 

method itself， such as， public opinion research， sampling survey， has 

become much popular and been reg丘rdedas necessary rather than 

a sense of problem. As a result， we have sizable reports of social 

survey which concentrate excessively on elections. Nevertheless， the 

recent proliferation of survey researches is in danger of falling into 

“vulgar positivism." For this positivistic inclination or narrowness 

of concern， seems there to be some causes Most students desired 

impatiently， from their practical interests， to produce operative effects 

of their studies upon Japanese society. They were preoccupied with 

the prediction of political fortune of some groups. And then， at 
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the starting point of survey research， they had not any reliable mat-

erial for quantative study than the percentage of turn-out. Lastly they 

have suffered from unskilled technique and popular prejudice to survey. 

One can be permitted to see these defects as difficulties of the 

founder in the course of the development of study. But our gene-

ration must conqure them. 

b) The study of voting behaviour in ]apan 

The student of political behaviour has concentrated their con-

cerns on the election study， and the study of voting behaviour has 

been undertaken as an increasing tendency to buttress its findings 

with the more “scientific" evidence of statistic. One distinctive 

characteristics of usual studies was its concentratin on the inquiry 

into the voter's perception， information， interest and degree of poli-

tical exposure. The analysis of the degree of political exposure is， 

in the end， the assessment of simple factors， such as， scho01 career， 

social classes， occupations. But we can not draw any useful conclusion 

from these ana1ysis than “enlightenmentism." It is because the 

normative theory in the minds of most students was the classica1 

theory of democracy. Nevertheless， by finding facts such as over 

participation of 1ess-intrerested masses and no relation between party 

policy and voter's support， the impact of realistic research on the 

r巳quirementsset by the traditional normative theory for the “typical 

citizen，" has compelled us to reappraise a“sense of problem" and 

methodology what is issued there， for example， is the impatient 

interpretation of voting behaviour in terms of direct connection 

between vote and social background， and the place itself of voting 

in one's political behaviour， and most of all， the suspicion that the 

study of voting is far from a science. Conclusively， we need the 

new fie1d of stucly and the new methodology. 

c) The strategy of inquiry 

Usua1 studies of voting behaviour have left two open questions : 

theoretical orient日tionancl “scienticism." As to the 1ater， they 
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lacked the recognition that correlations are not same as explanations. 

They were exposed to two dangers about the numerical fact-gathering 

and analysis. The first was that it might become an end in itself 

with the statistics obscuring the human realities which are the 

avowed subjects of study. The second was a tendency to identify 

quantification with science. This implies that many of usual studies 

were still the description of mechanism rather than the analysis of 

human process. They could not find the method applicable to 

the survey in order to analyze the dynamics of politics in relation 

to human behaviour， attitudes， and personality. 

Therefore， we must design the operative scheme of the survey， 

analyze the findings in the dimension of statistics， and interpret 

them in terms of behavioural or psychological dimension. 

II Two approaches to the analysis of political behaviour 

a) The definition of political behaviour and the aim of its study 

The political behaviour is the analytical term referring to subjec-

tive aspects floated by abstracting many objective aspects which con-

stitute the political process. It is entirely concerned with people， 

with the way in which they make decisions and with the way in 

which they react to decisions. From such a point of view， the 

political prOcess is seen as the reciprocal process of human conducts 

with value attitude and way of act. The political behaviour is， on 

the one hand， the internal psychoIogic呂1element of the political 

process and， on the other hand， the force regulating and sustaining 

the inner world of politicaI man. 1n any polity， the existence of 

politicaI behaviour conformable to the ideology of the system is not 

a natural thing， but a product by constructive cultivation-political 

socialization. Therefore， since the political behaviour is the driving 

forc巴 ofthe stability and innovation of poIity， the main aim of 

its study must be the analysis of the subjective conditions of the 

dynamics of polity. 

b) Two approaches to the anaIysis of political behaviour 
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The term“political attitude" 1 use here is defined from a' parti-

cular point of view， that is to say， an atempt to construct the oper-

ative model of political behaviour with some measure. There seems 

to be two approaches to the study of political behaviour the first 

approach is the “Understanding Model" oriented one which depends 
entirely upon insight of researchers. (For example， Max Weber， 

Erich Fromm， David Riesmann.) The second approach is the “Black 

Box Model" oriented one which depends upon the demonstration 

by the probability in the world of finding facts. (For example， H. J. 

Eysenck， C. E. Osgood，) The first one has three characteristics，-

proposition， description， and type. By this approach， researchers con-

struct the models to explain the po1itical phenomena by referring to 

motivations of political actors， and consumers of study could under-

stand them by referring to their own self-reflections and experi-

ences. Therefore， this approach is characterized by an index of in-

sight and prudence. The second approach is called an operative one 

by constructing the models with some measure. It is operative in 

two meanings operative to the polity because it offers the realistic 

basis to the strategy for change， and experimental as the method 

because it is the habit of exposing every generalization to simple 

tests， such as，“from a statistical point of view， is this data adequate 

to prove anything ?" In fact， these two approaches are not exclu-

sive but reciprocal. My subject，“ the measurement of political atti-

tude" is the last one. 

111 The definition of political attitude 

One of main themes in the study of political behaviour is stated 

in terms of the question raised by one paradox that， on the one 

hand， we can commonly observe the stability or regularity of 

aclult political behaviours and， on the other， every political situation 

is so complex and original that “How then can the individual have 

a ready and prepared view on political issues that have not yet 

arisen ?" or “what mechanism does allow him in short to take 

a stancl on problems he has not analysed ?" The study of political 
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behaviour must offer the answer to this question formulated in 

terms of the role of the perceptual and cognitive process in face of 

complexity and novelty of political situation. 

One of the answers is offered by the studies of attitude. The 

“political attitude" is the concept by which 1 redefine the political 

behaviour from an operative point of view. So， the definition of 

political attitude as the measurable one supposes a peculiar attribution 

Df political attitudes. The political attitude is the term to explain 

the process by which people adjust themselves to the political en-

vironment， and then， the dynamic concept referring to predisposition 

ur consistent set of在ctionby which they react to situations. 1t is 

synonymous with the “frame of reference" in the social psychological 

term. This attribution of comparatively high consistency is a product 

Df conditioning and standardization in the political environment-

political socialization. As to the content of political attitude， since 

it is a composit concept drown inferences from overt behaviours 

including opinions， it has， in fact， many aspects， such as， affective， 

cognitive， and evaluative. 

IV The method of measurement 

of political attitude 

a) General premise for measurement 

The political attitude is defined as a peculiar inner predisposition 

uf individuals that makes them definitely percieve and response to 

the political events and environments. From such a point of view 

:as quantative measurement， the focal point of the definition lies in 

that the political attitude is measurable as the medium variable which 

mediates between S-R. The medium variables in the statistical term 

is used to refer the hypothetical or latent variable to describe the 

consistency or co-variation of responses. Thereby， the political 

attitude is statistically defined in terms of the consistency or co-

variation of responses and measurablly the correlation of responses 

to a number of questionaires 
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b) Some reservations 

This method of measurement must be taken with some reserva-

tion. The premise upon which we can measure statistically the 

political attitude means that attitudes or opinions of individual are 

organized in som巴 way.1n other words， we suppose a kind of “logical 

sense of order" of individuals and some theory of the process of 

political socialization. Really， one important aim of measurement 

of political attitude is to construct a theory of political socialization 

and political culture. Another reservation is that we must place a 

limit on the sampling group from two considerations: operative 

point of view and aim of its study. We must choose the “political 

intermediate classes" as the sampling group. 1t is because they 

are ideology-group conformable to the legitimacy of the system 

and are compelled by their very role in the system to ensure the 

inner consistency of their minds. 

V Two levels of measurement 

1 suppose two levels of measurement standard of political 

judgement and organized “frame of reference." 

a) The first level is the standard of politiccal judgement， measu・

rable by the application of C. E. Osgood's method. (cf. C. E. Osgood 

and other， The Measurement of Meaning.) 

The aim of this method is to examine whether is there the 

common basic co-ordinate system in the judgement of political con-

cept， and whether is there the common “framework of meaning." 

The peculiarity of this method lies in its theory of socialization 

that is not the simple association of S-R but the mediation process， 

sl1ch as projection level， int巴grationlevel， representation level. To 

up this time， many case studies by the application of this method 

have indicated that this method is useful and available ev巴n to 

different cultures， and the system of meaning， in common， might 

be composed of three factors: Evaluation factor， Potency factor> 

Activity factor. But in the case of political judgement， what we 

inquire is the structure of Evaluation factor itself. This point is 
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stiU under development. 

Some problems appearing in the application of this method to 

the study of Japanese po1itical judgement must be taken account in 

advance of undertaking. 

First， Osgood deals with the molar units in psychology. But we 

must deal with the molar units in grouping process. For this purpo-

se， Osgood's theor巴ticalmodel constructed on the learning process 

of the individual must be coordinat巴dwith our theory of Japanese 

socialization process. 

Second， As Osgood's Semantic Differential uses 1inguistic enco-

ding as an index of meaning， so we need to examine how are 

political concepts and reference scales used in the operation of 

measurement circulated through Japanese society. Generally speaking， 

most signs in the world of politics are highly abstract， far removed 

from the earthly behaviours in which we presume meanings have 

their origins. In particular， most political concepts articulating in 

J旦panesesociety are ones foreign to our daily feelings and behaviours， 

because most of them have been translated from foreign languages. 

And then， this fact has accelated the flood of signs of this abstract 

sort. Therefore， we must integrate the psychological approach to 

language behaviour and “the general semantics." 

b) The second level is the organized or standardized “frame of 

reference，" measurable by the application of H. J. Eysenck's method. 

(cf. H. J. Eysenck， The Psychology of Po1itics.) 

This method supposes that the丘ttitudeis the organization of 

many opinions. It is this method to abstruct the general factor from 

many particular factors， statistically by the correlation bet、veen
question aires as the latent variables. Therefore， it is operationally 

call吋 asthe method for the measurement of opinions. 

It seems to me that this meh0d requires some reservations in 

its application to the study of Japanese political attitude. 

First of all， Eysenk's method is designed in order to describe the 

positions of the main political groups active in English society， in 
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terms of a major dimension of social attitude， and then， it presup' 

poses an English common-sense source of evaluation. Because of 

this cultural-boundness of the method， we need some comparative 

study of political culture between England and Japan For example， 

(i) difference in common-sense conception of politics， (ii) difference 

in dominant ideology about opinion， (iii) difference in socialization 

prOcess， between England and Japarr. 

Second reservation is rather technical. Si nce Eyenck's method 

uses response to stereotyped opinions as an index of attitude， this 

operation of measurement raises such a problem as arbitrariness in 

the composition of scales and the scope of its application 

VI Findings and tentative conc1usion 

a) Case study 1 - measurement of political judgement 

1) Factorization of scales: (Table 5. 6. 7.) 

Proposition 1. The standards for political judgement which are ar-

ticulated with high frequency -"modern-pre-modern，" 

“co nserva ti ve-radical."“democratic-undemocratic" 

are the complex of many factors and， in nature， 

ambiguous political symbols. 

Proposition 2. The standard “modern-pre-modern" is the complex 

of visual， aesthetical and material values， and it app-

roximates to the image “Eηlighte口ment."

Proposition 3. The standard“democratic-undemocratic" is the com-

plex of almost every factors and， in end， means 

merely “good." 

Proposition 4. The standard “conservative-radical" is tend to ap-

proximate to the ethical judgement. 

2) Factorization of political concepts (Diagram 2) 

Proposition 5. While the public are interested in the content and 

substance of what political actors discuss， concern is 

more rare with the methods and institutions by 

which politics fulfills its function.“Parliamentalism" 

is nearlly synonymous， in Japan， with “democracy" 
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as a value， not a manner of po1itics. Equally， 

“constitution" is taken as a eternal and inmutable 

norm. They lack a sense of “artifice" and a con-

ception of “instrumentalism." 

b) Case study II - measurement of the organized “frame of 

reference." (Table 1， Diagram 1) 

Findings by factarization inform us that there is no meaningful 

general factor which we can distinctly denominate. 

This fact enables us to interpret the possibility of two proposi-

tions， preposition 6. 7. 

Proposition 6. This dispersion of factors reflects an identification 

conflict of sampled group. Whether this comes from 

the composition of items or the sampling group少

this case study ends in failure. 

Proposition 7. In contrast with proposition 6， we can make a 

positive interpretation on the base of our theory 

of Japanese socialization process. If the intercor-

relations between opinions measured can be repre-

sented in terms of two dimensions， we can interpret 

one dimension as the representation of current ide-

ological patterns and another dimension as the re-

presentation of “way of act." 

We can not draw a hasty and gen色ralconc¥usion from this case 

studies. But by considering findings of other similar survey， it 

seems to me that Preposition 7 is rather true. Indeed， as some 

works by the "Understanding Model" oriented apprach point out， 

Japanese persona1ity， sense of order， may be not ethical and logical 

but aesthetical and seamless. To paraphrase Festinger's theory， 

Japanese personality may be calle:l as “dissonant" personality. However 

that may be， any finding presented by one experiment are not a 

definite conc¥usion but an heuristic hypothesis toward next experiment. 

Our findings and tentative propositions encouradge us to develope 

further our study. 
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