
は
じ
め
に

T
J
鶴

ブ
ル
ー
ナ
ー
の
「
発
達
」

「
未
成
熟
期
の
性
格
と
そ
の
利
用
」

　
『
教
育
方
法
学
研
究
』
（
第
六
集
）
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
幼
児

教
育
に
み
ら
れ
る
発
達
観
の
「
対
立
」
の
意
味
を
検
討
し
た
。
本

稿
は
、
そ
れ
に
続
い
て
ブ
ル
ー
ナ
ー
の
「
発
達
」
観
を
検
討
す
る
。

理
由
は
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
の
「
発
達
」
観
が
、
従
来
の
「
成
熱
」
説

対
「
環
境
形
成
」
説
の
「
対
立
」
と
い
う
擬
似
的
「
対
立
」
図
式

を
こ
え
る
も
の
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
第
六
集
に
お
い
て
は
、

こ
の
「
対
立
し
が
擬
似
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
　
「
発
達
し
観
と
し

て
は
、
　
「
相
乗
的
交
互
作
用
」
説
が
正
当
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と

を
主
張
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
た
。

　
相
乗
的
相
互
作
用
説
に
お
い
て
は
、
素
質
あ
る
い
は
環
境
の

要
因
が
十
分
な
効
果
を
あ
げ
る
に
は
、
他
の
要
因
が
一
定
の
水

準
に
お
い
て
働
く
こ
と
が
必
要
条
件
だ
と
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と

観
の
教
育
学
的
意
義

の
論
構
成
の
検
討
を
通
し
て
i
（
2
）

、
　
　
　
　
　
　
　
l

I
－
■
J
　
　
　
　
　
　
　
ー

ノ
　
　
　
　
　
　
∫

博
　
　
久

す
れ
ば
、
先
に
あ
げ
た
初
期
学
習
に
お
け
る
臨
界
期
は
、
特
定

の
学
習
を
可
能
に
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
臨
界
期

自
身
が
素
質
と
環
境
の
相
乗
交
互
作
用
の
結
果
と
し
て
説
明
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
臨
界
期
は
つ
ね
に
「
発

達
」
途
上
に
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
臨
界
期

の
「
発
達
」
水
準
を
生
み
だ
し
た
素
質
的
要
因
も
ま
た
環
境
と

そ
れ
以
前
の
素
質
の
交
互
作
用
の
結
果
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
素
質
的
要
因
H
遺
伝
的
性
質
で

な
い
こ
と
に
な
る
。
遺
伝
的
性
質
は
つ
ね
に
潜
在
能
力
と
し
て

説
明
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
相
乗
相
互
作
用
説
が
こ
の
よ
う
な

形
で
論
じ
ら
れ
た
と
き
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
「
発
達
」
概
念
は

教
育
学
的
な
も
の
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
　
「
発
達
」
水
準
に
基

づ
い
て
学
習
内
容
が
構
想
さ
れ
る
と
と
も
に
、
特
定
の
学
習
内

容
か
ら
「
発
達
」
水
準
が
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
方
向
で
の
理
論
構
成
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の

が
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
の
「
発
達
」
観
な
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
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は
一
九
七
二
年
八
月
号
の
＞
8
①
ユ
o
彗
勺
毫
争
〇
一
◎
σ
q
卑
に
掲

載
し
た
論
文
、
．
乞
與
9
鶉
彗
叫
募
窃
O
｛
H
ヨ
S
～
9
〔
一
q
．
、
の
中

で
彼
の
「
発
達
」
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
論
文
の
表
題

自
体
、
相
乗
的
相
互
作
用
観
に
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
未

成
熟
期
1
－
発
達
途
上
期
」
は
生
成
さ
れ
る
も
の
（
本
質
）
で
あ

る
と
と
も
に
、
形
成
さ
れ
る
も
の
（
学
習
さ
れ
る
も
の
－
利
用
）

で
あ
る
と
お
さ
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
発
達
」
過

程
を
教
育
可
能
性
の
拡
大
画
進
化
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

　
前
号
の
こ
う
し
た
予
測
を
う
け
て
、
本
稿
で
は
、
こ
の
ブ
ル
ー

ナ
i
論
文
の
相
乗
的
相
互
作
用
説
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ

か
ら
教
育
作
用
を
見
直
す
ど
ん
な
教
育
学
的
視
野
が
開
か
れ
る
か

を
の
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
ブ
ル
ー
ナ

ー
の
「
発
達
」
観
の
教
育
学
的
意
義
を
論
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
本

稿
で
の
仮
説
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
一
、
教
育
学
の
立
場
で
「
発
達
」
を
具
体
的
に
語
ろ
う
と
す
る

に
は
、
人
間
が
類
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
人
類
学
的
特
性
、
そ

し
て
そ
れ
と
の
関
連
で
生
ず
る
類
的
存
在
で
あ
る
ヒ
ト
が
も
つ
文

化
特
性
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が

っ
て
「
発
達
」
と
教
育
と
の
関
係
を
語
る
た
め
に
は
、
意
図
的
教

育
作
用
で
あ
る
教
授
と
そ
の
結
果
と
の
関
係
を
微
視
的
に
問
題
に

す
る
こ
と
よ
り
も
、
　
「
発
達
」
を
う
な
が
す
条
件
で
あ
る
類
と
し

て
の
人
間
の
存
在
の
あ
り
方
、
な
か
ん
ず
く
文
化
の
様
態
を
分
析

す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
　
「
発
達
」
を
条
件
づ

け
る
文
化
の
様
態
こ
そ
広
い
意
味
で
の
教
育
作
用
の
内
容
を
意
味

す
る
か
ら
で
あ
る
。

、
未
成
熟
期
研
究
の
意
味
す
る
も
の

　
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
、
こ
の
論
文
の
冒
頭
で
未
成
熟
期
の
研
究
（
発

達
研
究
）
の
方
法
論
的
な
位
置
づ
け
を
改
め
て
お
こ
な
っ
て
い
る
。

ブ
ル
ー
ナ
ー
は
い
う
。

　
ど
の
種
で
あ
れ
、
そ
の
性
質
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
種
の
成
人
を
理
解
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
の

種
の
年
少
者
が
、
始
め
か
ら
、
つ
ま
り
十
分
成
熟
し
て
い
な
い

幼
稚
な
状
態
か
ら
、
成
熟
し
た
、
種
に
特
有
な
機
能
を
発
揮
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刎

る
状
態
に
ど
の
よ
う
に
育
て
ら
れ
る
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

　
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
動
物
（
人
間
を
含
め
た
）
の
種
の
性
質
の
理
解

は
ま
さ
に
未
成
熟
期
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
可
能
に
な

る
と
い
う
。
こ
れ
ま
で
「
発
達
」
研
究
は
、
個
を
対
象
と
し
、
多
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く
の
個
に
み
ら
れ
る
普
遍
性
を
追
求
す
る
形
で
お
こ
な
わ
れ
て
き

た
。
人
問
の
「
発
達
」
に
み
ら
れ
る
普
遍
性
は
実
証
す
べ
き
課
題

で
は
あ
っ
た
が
、
仮
説
と
は
い
え
、
既
に
前
提
に
さ
れ
て
い
た
。

ブ
ル
ー
ナ
ー
は
「
発
達
」
の
研
究
に
お
い
て
種
の
特
殊
性
を
実
証

す
べ
き
課
題
の
前
提
に
す
え
る
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
の
こ
の
視
点
は
、

従
来
の
個
を
対
象
と
し
、
普
遍
性
を
追
求
す
る
発
達
心
理
学
の
考

え
方
を
こ
え
る
。
つ
ま
り
人
問
と
い
う
種
と
他
の
種
と
の
比
較
と

い
う
方
法
、
人
類
学
、
生
物
学
の
視
点
に
立
た
ざ
る
を
え
な
い
。

　
と
は
い
え
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
の
関
心
は
あ
く
ま
で
、
人
間
の
「
発

達
」
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
の
未
成
熟
期
の
解
明
の
た
め
に

は
、
異
な
る
種
の
未
成
熟
期
の
特
色
が
、
進
化
史
の
流
れ
に
沿
っ

て
、
人
問
の
未
成
熟
期
の
特
色
へ
と
連
続
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
種
と
し
て
の
人
問
の
特
殊
性
が
人
間

の
未
成
熟
期
の
利
用
（
発
達
）
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す

る
。
従
来
「
発
達
」
研
究
は
、
心
理
学
研
究
が
そ
の
起
源
に
お
い

て
微
視
的
な
生
理
学
的
研
究
か
ら
始
ま
っ
た
た
め
に
、
ヒ
ト
と
い

う
種
が
環
境
に
適
応
す
る
仕
方
の
特
殊
性
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
「
文
化
」
の
も
つ
「
発
達
」
へ
の
規
定
性

を
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
こ
の
点
に

つ
い
て
こ
う
の
べ
る
。

　
霊
長
類
の
進
化
に
つ
い
て
主
に
考
察
す
べ
き
こ
と
の
一
つ
は
、

未
成
熟
期
の
顕
著
な
（
他
の
種
と
区
別
さ
れ
る
1
1
訳
者
注
）
パ

タ
ー
ン
を
進
化
が
前
進
的
に
選
択
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
人

間
と
い
う
種
が
柔
軟
な
適
応
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

こ
の
前
進
的
選
択
の
パ
タ
ー
ン
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
究
極
の
関
心
は
人
類
の
適
応
が
出
現
し
た
こ
と

に
あ
る
の
だ
か
ら
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
こ
の
適
応
の
最
も
顕

著
な
特
徴
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
文
化

使
用
（
8
岸
暮
①
易
ま
σ
q
）
」
と
い
う
人
間
の
特
性
で
あ
っ
て
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訓

類
種
に
と
っ
て
典
型
的
な
特
性
で
あ
る
。

　
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
、
人
文
科
学
者
や
社
会
科
学
者
の
よ
う
に
、
人

問
が
「
文
化
」
を
も
つ
と
い
う
特
性
を
暗
黙
の
前
提
に
す
る
こ
と

に
よ
り
、
種
と
し
て
の
「
文
化
使
用
」
の
特
性
を
不
問
に
し
よ
う

と
は
し
な
い
。
だ
か
ら
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
に
と
っ
て
、
　
「
文
化
」
は

進
化
と
い
う
自
然
史
と
対
立
し
、
そ
の
外
に
あ
る
も
の
を
さ
す
概

念
で
は
な
い
。
　
「
文
化
」
は
あ
く
ま
で
、
進
化
史
の
途
上
に
出
現

し
た
人
類
と
い
う
種
が
外
界
と
の
交
渉
の
過
程
で
つ
く
り
出
し
た

環
境
を
意
味
す
る
。
で
は
、
そ
の
「
文
化
」
と
い
う
名
の
「
環

境
」
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
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人
間
は
（
諸
々
の
制
約
の
も
と
で
）
環
境
を
変
え
る
こ
と
で

適
応
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
記
憶
と
い
う
貯
蔵
器
と

と
も
に
、
一
つ
は
、
自
分
の
感
覚
器
官
や
筋
肉
、
計
算
カ
な
ど

の
増
幅
器
、
変
換
器
を
開
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
は
、

文
字
通
り
、
居
住
地
の
諸
条
件
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ

る
。
ま
さ
に
人
間
は
人
間
が
作
り
あ
げ
た
環
境
の
中
で
生
活
す

　
　
　
　
　
　
　
　
ω

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　
ブ
ル
ー
ナ
ー
に
と
っ
て
「
文
化
」
は
人
間
の
居
住
地
で
あ
る
こ

の
地
球
が
「
文
化
」
の
語
源
で
あ
る
O
邑
け
暮
①
（
耕
す
）
と
い
う

語
が
示
す
よ
う
に
、
変
容
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
い
。

そ
の
変
容
を
可
能
に
す
る
手
段
（
道
具
）
が
考
察
さ
れ
る
こ
と
を

も
意
味
す
る
。
顕
微
鏡
は
目
の
働
き
の
増
幅
器
、
変
換
器
で
あ
り
、

交
通
手
段
は
、
筋
肉
（
足
）
の
そ
れ
で
あ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は

計
算
力
、
患
考
カ
の
そ
れ
で
あ
り
、
記
憶
の
貯
蔵
庫
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
道
具
は
進
化
史
の
過
程
で
獲
得
し
て
き
た
手
や
足
の
機

能
、
脳
や
感
覚
機
能
の
延
長
線
上
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
か
く
て
人

類
は
、
人
工
化
さ
れ
た
感
覚
や
筋
肉
や
記
憶
力
の
働
き
で
人
工
化

さ
れ
た
居
住
地
を
つ
く
り
あ
げ
る
。
人
間
は
も
は
や
、
外
界
へ
の

人
工
化
さ
れ
た
か
か
わ
り
方
（
遣
具
使
用
）
と
そ
の
結
果
で
あ
る

人
工
的
世
界
の
中
で
ぐ
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
人
間
の
つ
く
り
あ
げ
た
環
境
の
中
で
新
し
い
世
代
が
誕
生

し
、
成
長
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
環
境
は
未
成
熟
期
の
成
長

を
規
定
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
人
問
の
「
発
達
」

研
究
は
、
環
境
要
因
の
変
化
を
外
在
的
に
扱
え
ば
い
い
と
い
う
の

で
は
な
い
。
ヒ
ト
と
い
う
種
の
「
発
達
」
の
内
在
的
要
因
（
例
、

言
語
使
用
、
道
具
使
用
の
潜
在
能
力
）
を
研
究
対
象
に
す
る
こ
と

自
体
既
に
、
人
問
の
環
境
と
し
て
の
「
文
化
」
を
前
提
に
せ
ざ
る

を
え
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
間
の
「
発
達
」

の
内
在
的
要
因
と
外
在
的
要
因
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
ブ
ル
ー
ナ

ー
は
こ
う
い
う
。

　
こ
の
状
況
は
、
人
間
の
未
成
熟
期
に
特
有
な
負
担
を
負
わ
せ

て
い
る
。
一
つ
に
、
そ
う
し
た
変
化
に
富
ん
だ
条
件
に
適
応
す

る
に
は
、
遺
伝
子
の
プ
ー
ル
に
貯
え
ら
れ
て
い
な
い
知
識
一
技

能
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
学
習
す
る
機
会
に
依
存
す
る
度
合
が

非
常
に
大
き
い
。
し
か
し
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
知
識
の

す
べ
て
が
直
接
の
出
合
い
で
学
ば
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
砲
　
　
　
個
　
　
　
田
　
　
④
　
　
　
画

は
文
化
の
プ
ー
ル
か
ら
読
み
と
ら
れ
（
篶
＆
○
鼻
）
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
数
世
代
に
わ
た
っ
て
学
習
さ
れ
、
記
憶
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
価
値
や
歴
史
に
つ
い
て
の
知
識
、
選
択
の

余
地
の
な
い
母
国
語
や
選
択
可
能
な
数
学
的
言
語
等
の
多
様
な
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技
能
、
て
こ
を
使
用
す
る
と
い
っ
た
非
言
語
の
技
能
、
あ
る
い

は
、
神
話
を
語
る
と
い
っ
た
複
雑
な
技
能
で
あ
る
。
未
成
熟
期

を
形
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
遺
伝
子
の
プ
ー
ル
も
、
直

接
経
験
も
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
い
ず
れ
も
、
人
間
が
環

境
を
変
化
せ
し
め
た
結
果
生
ず
る
新
奇
性
（
目
新
ら
し
さ
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

対
し
て
直
ち
に
役
立
つ
わ
．
け
で
は
な
い
。

　
人
間
は
文
化
を
利
用
し
て
絶
え
ず
環
境
を
変
化
さ
せ
て
き
た
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
環
境
に
自
ら
適
応
で
き
る
よ
う
に
、
未
成
熟

期
を
形
成
す
る
た
め
に
は
、
遺
伝
子
に
プ
ー
ル
さ
れ
た
も
の
、
直

接
経
験
の
他
に
、
文
化
が
利
用
さ
れ
、
そ
れ
が
し
め
る
役
割
が
き

わ
め
て
大
き
く
、
新
し
い
状
況
へ
の
絶
え
ざ
る
柔
軟
な
対
応
が
要

求
さ
れ
る
と
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
い
う
。

　
と
は
い
え
、
こ
の
対
応
が
無
限
に
悠
意
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
類
的
存
在
に
し
て
の
ヒ
ト
に
至
る
不

可
避
の
進
化
史
の
制
約
が
存
在
す
る
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
そ
の
方
向

性
に
つ
い
て
こ
う
い
う
。

　
人
間
の
諸
特
微
は
四
、
五
百
万
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
生
存
の

た
め
に
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

選
択
の
過
程
は
特
に
こ
の
後
半
期
に
加
速
度
化
さ
れ
て
き
た
。

　
そ
し
て
人
間
が
誕
生
す
る
最
終
の
決
定
的
段
階
の
不
可
逆
的
変

化
を
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
す
る
。
そ
れ
は
「
技
術

－
社
会
的
生
活
様
式
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
そ
の
内
容
と
し
て

は
、
一
、
巨
大
な
歯
芽
の
退
行
、
二
、
頭
脳
容
積
の
倍
加
、
三
、

道
具
や
記
号
の
使
用
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
　
「
人
間
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
η

（
ぎ
蟹
｛
邑
a
轟
饒
8
）
」
と
も
よ
ば
れ
る
。

　
こ
の
変
化
が
未
成
熟
期
の
形
成
と
の
間
に
ど
う
い
う
関
係
を
も

っ
か
と
い
う
と
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
変
化
は
人
間
に
な

る
以
前
の
人
間
に
近
似
し
た
存
在
が
、
最
新
世
紀
に
存
在
し
た
諸

条
件
に
適
応
し
た
結
果
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
前
適
応
（
肩
？

＆
憎
訂
註
8
）
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
前
適
応
が
遺
伝
子
の
一
部

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
に
ブ
ル
ー
ナ
ー
の
遺
伝
と
環
境
に

関
す
る
理
解
の
仕
方
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
伝
子
の
プ
ー
ル
は
、

進
化
史
の
過
去
の
過
程
で
の
適
応
の
結
果
が
く
り
込
ま
れ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
、
現
在
の
適
応
の
仕
方
や
方
向
を
潜
在
的
に
規

定
す
る
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
の
こ
の

「
発
達
」
観
は
、
ま
さ
に
相
互
的
相
乗
作
用
説
に
立
っ
て
い
る
と

い
え
る
。
遺
伝
と
環
境
を
対
立
的
に
、
両
極
的
に
と
ら
え
る
の
で

は
な
く
、
遺
伝
そ
れ
自
体
が
進
化
史
の
中
で
の
前
適
応
の
結
果
が

定
着
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
相
互
相
乗
作
用
を

ブ
ル
ー
ナ
ー
は
進
化
史
と
い
う
広
大
な
時
間
系
の
中
に
位
置
づ
け

一213一



て
い
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
前
適
応
の
遺
伝
子
へ
の
く
り
込
み
理
論
は
、
現
代

の
人
問
の
未
成
熟
期
の
問
題
を
こ
う
考
え
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と

遺
伝
子
の
プ
ー
ル
と
環
境
条
件
と
意
図
的
教
育
作
用
の
関
係
が
相

互
に
矛
盾
関
係
に
あ
る
こ
と
を
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
性
の
問
題
を
事
例

　
　
　
　
　
　
　
　
馴

に
し
て
語
っ
て
い
る
。
前
適
応
の
結
果
で
あ
る
遺
伝
子
の
プ
ー
ル

は
、
現
在
の
人
間
の
適
応
を
有
利
に
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

こ
の
矛
盾
を
克
服
す
る
手
段
と
し
て
技
術
革
新
が
お
こ
な
わ
れ
、

そ
の
結
果
と
し
て
教
授
（
意
図
的
教
育
作
用
）
を
不
可
避
な
も
の

と
す
る
の
で
あ
る
。
人
問
は
、
性
と
生
殖
を
分
離
し
、
性
を
文
化

と
し
て
こ
れ
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
性
の
過
剰
（
他

の
動
物
は
生
殖
に
の
み
支
配
さ
れ
て
い
る
）
は
、
人
口
増
を
生
ん

だ
。
こ
れ
に
対
し
て
生
み
だ
さ
れ
た
解
決
法
が
避
妊
法
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
種
の
技
術
革
新
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
技
術
革
新
（
環

境
へ
の
働
き
か
け
）
は
新
た
な
環
境
の
変
化
を
生
み
、
そ
こ
に
新

た
な
問
題
を
発
生
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
避
妊
法
は
、
性
と
生
殖
．

の
分
離
を
増
々
促
進
し
、
女
性
の
性
役
割
を
く
み
変
え
る
。
そ
れ

は
さ
ら
に
家
族
構
造
を
変
化
せ
し
め
る
。
さ
ら
に
そ
の
こ
と
は
、

子
ど
も
に
と
っ
て
の
親
の
権
威
の
あ
り
方
を
変
え
て
い
く
。
ア
メ

リ
カ
社
会
に
お
け
る
離
婚
の
増
大
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
加
速
度
的
な
環
境
の
変
化
に
、
人
間
の
未
成
熟
期
は
た

え
ず
適
応
を
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
未
成
熟
期
に
対
し
、

教
授
す
る
（
一
易
吋
9
ま
8
）
必
要
が
増
大
す
る
。
急
激
な
技
術
革

新
は
、
多
大
な
環
境
の
変
化
を
招
き
、
今
後
増
々
教
授
へ
の
圧
力

は
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
、
教
授
へ
の
こ
の
よ
う
な
圧
カ
の
増

大
が
事
態
を
常
に
解
決
に
導
く
と
は
考
え
て
い
な
い
。
こ
う
い
う

未
知
の
予
期
せ
ぬ
変
化
に
準
傭
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
人

間
の
遺
伝
的
形
質
（
前
適
応
に
よ
っ
て
、
初
期
の
生
活
条
件
に
課

さ
れ
た
厳
し
い
拘
束
）
が
融
通
性
の
な
い
も
の
と
し
て
、
適
■
応
の

方
向
を
拘
束
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
遺
伝
的
形
質
を
無
視

し
て
、
教
授
に
よ
る
文
化
へ
の
適
応
を
自
在
に
お
こ
な
う
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
。

　
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
、
進
化
史
の
筋
道
が
も
っ
方
向
性
が
文
化
適
応

の
あ
り
方
を
規
定
す
る
と
い
う
形
で
、
遺
伝
形
質
の
役
割
を
考
え
、

教
授
と
い
っ
た
意
図
的
形
成
作
用
の
限
界
を
指
摘
す
る
。
で
は
、

こ
う
し
た
進
化
史
の
中
で
の
遺
伝
形
質
と
し
て
の
前
適
応
と
、
教

授
と
い
っ
た
外
的
要
因
（
環
境
）
の
関
係
は
、
未
成
熟
期
の
利
用

（
幼
児
の
発
達
）
を
ど
う
規
定
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
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二
、

教
育
可
能
性
の
発
展
と
し
て
の
未
成
熟
期

の
利
用
の
進
化

　
人
間
の
未
成
熟
者
が
ど
の
よ
う
に
環
境
へ
の
適
応
を
な
し
と
げ

る
か
、
ブ
ル
ー
ナ
i
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、
ヒ
ト
と
い
う
種
が
種

と
し
て
の
適
応
を
な
す
た
め
に
、
未
成
熟
者
を
ど
う
利
用
す
る
か

を
知
る
に
は
、
各
々
の
種
の
ケ
ー
ス
を
進
化
史
的
に
み
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
見
い
だ
さ
れ
る
未
成
熟
期
の
利
用
の

仕
方
の
変
化
を
た
ど
る
こ
と
は
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
に
と
っ
て
、
　
「
教

育
可
能
性
」
の
発
展
の
筋
道
を
た
ど
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
は
、
各
々
の
種
が
環
境
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
可
能
性
の
進

化
を
問
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
使
わ
れ
る
教
育
と
い
う

概
念
は
、
こ
れ
ま
で
云
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
人
間
だ
け
の
、
人
間

の
文
化
を
前
提
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
広
く
進
化
史
の

中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
環
境
に
よ
る
形
成
作
用
を
意
味
し
て
い
る
。

つ
ま
り
遺
伝
子
の
プ
ー
ル
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
要
因
以
外
の
要

因
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
事
態
の
総
称
で
あ
る
。

　
で
は
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
環
境
に
よ
る
形
成
作
用
を
ど
う
整
理
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

一
、
種
の
中
の
社
会
組
織
の
性
質
と
進
化
が
未
成
熟
者
に
与
え
る

影
響

二
、
技
能
の
構
造
の
変
化
の
影
響
、
道
具
使
用
に
至
る
霊
長
類
の

技
能
の
進
化
の
不
可
避
性
と
そ
の
影
響

三
、
二
か
ら
導
か
れ
る
遊
び
と
模
倣
が
教
育
可
能
性
の
進
化
に
与

え
た
役
割

四
、
人
問
の
特
徴
で
あ
る
言
語
の
発
生
と
そ
の
本
質
が
種
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釧

の
人
間
存
在
の
成
立
に
与
え
た
影
響

　
こ
の
四
点
は
、
こ
の
論
文
に
お
け
る
以
下
の
論
構
成
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
未
成
熟
者
か
ら
成
熟
者
へ
の
変
化
の
指
標

で
あ
る
と
と
も
に
、
種
の
進
化
に
お
け
る
知
性
（
問
題
解
決
能
力
、

居
住
地
へ
の
適
応
）
の
進
化
の
指
標
で
も
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代

に
お
け
る
知
育
を
中
心
と
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
造
は
、
歴
史
的

に
否
定
的
評
価
を
う
け
て
い
る
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
た
し
か
に
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
改
造
へ
の
反
省
を
お
こ
な
っ
て
い
る
』
し
か
し
、
ブ
ル

ー
ナ
ー
は
知
性
の
「
発
達
」
へ
の
関
心
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な

い
。
　
「
知
性
」
を
よ
り
根
本
的
に
考
え
よ
う
と
す
る
試
み
を
こ
こ

に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
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三
、

社
会
組
織
の
あ
り
様
と
未
成
熟
期
の
利
用

の
仕
方
の
関
係

　
社
会
組
織
の
あ
り
方
が
未
成
熟
期
の
利
用
（
発
達
）
に
与
え
る

影
響
を
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
生
物
学
の
成
果
か
ら
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
ま

と
め
て
い
る
。
一
、
テ
リ
ト
リ
ー
を
分
ち
合
う
際
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、

二
、
略
奪
者
に
対
抗
す
る
た
め
の
効
果
的
な
発
信
シ
ス
テ
ム
、
三
、

先
取
り
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
（
毎
回
、
ボ
ス
が
入
れ
変
わ
る
）
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曲
　
　
　
画
　
　
　
画

果
的
支
配
関
係
、
四
、
集
団
か
ち
つ
が
い
を
解
放
す
る
し
か
け
を

も
っ
た
求
愛
シ
ス
テ
ム
。
こ
の
四
つ
の
シ
ス
テ
ム
は
相
互
に
関
係

し
合
っ
て
緊
密
な
固
定
し
た
構
造
を
も
つ
種
か
ら
、
そ
れ
ら
の
関

係
が
ゆ
る
や
か
で
、
柔
軟
な
構
造
を
も
つ
種
へ
の
進
化
が
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
未
成
熟
期
の
利
用
の
仕
方
も
異
っ

て
く
る
。

　
前
者
の
種
の
場
合
、
固
定
し
た
社
会
で
発
生
す
る
行
動
の
種
目
．

も
限
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
動
物
の
年
少
者
が
社
会
集
団

に
く
み
入
れ
ら
れ
る
方
法
も
効
果
的
で
早
い
。
つ
ま
り
群
の
中
の

年
長
者
の
攻
撃
の
威
嚇
に
年
少
者
が
た
だ
ち
に
反
応
す
る
と
い
う

形
で
あ
る
。
メ
ス
の
発
情
期
が
は
っ
き
り
と
決
ま
っ
て
い
る
こ
と

で
、
年
少
者
は
排
斥
さ
れ
、
一
年
以
内
に
事
実
上
、
自
立
せ
ざ
る

を
え
な
く
な
る
。
ま
た
、
発
情
期
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
、
交

尾
の
機
会
を
少
な
く
し
、
そ
の
機
会
を
も
の
に
す
る
こ
と
と
、
支

配
者
と
し
て
の
地
位
に
つ
く
こ
と
と
が
同
義
に
な
る
。
つ
ま
り
、

ボ
ス
に
な
ら
な
い
と
交
尾
の
チ
ャ
ン
ス
が
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
固
定
し
た
社
会
構
造
の
も
と
で
は
、
社
会
化
の
方
法

も
単
純
な
威
嚇
と
そ
れ
へ
の
反
応
と
い
う
形
に
な
る
。

　
一
方
、
社
会
構
造
が
柔
軟
で
多
様
に
な
る
に
つ
れ
て
、
社
会
化

（
年
少
者
が
社
会
に
導
入
さ
れ
る
仕
方
）
も
年
少
者
の
選
択
性
が

増
大
す
る
。
つ
ま
り
年
少
者
の
中
に
注
視
構
造
（
黒
吋
竃
戌
O
墨
一

段
蟹
9
暮
⑩
）
が
成
立
す
る
。
絶
え
ず
敵
対
的
パ
タ
ー
ン
を
く
り
返

す
か
わ
り
に
、
ボ
ス
の
行
動
を
予
測
し
、
対
決
を
回
避
し
、
社
会

に
適
応
す
る
行
動
を
と
る
。
．

　
こ
う
し
た
注
視
行
動
は
固
定
し
た
社
会
構
造
の
ゆ
る
み
と
と
も

に
拡
大
す
る
。
例
え
ば
、
旧
世
界
猿
の
世
界
で
は
、
配
偶
者
に
な

る
条
件
、
支
配
の
条
件
、
食
物
調
達
の
条
件
な
ど
、
社
会
組
織
を

成
立
さ
せ
る
条
件
に
注
視
行
動
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

大
類
人
猿
（
例
、
ゴ
リ
ラ
）
で
は
、
略
奪
者
に
外
襲
さ
れ
る
危
険

が
な
い
こ
と
か
ら
、
な
わ
ば
り
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
強
固
な
支
配
関
係
も
な
い
。
た
し
か
に
オ
ス
の
支
配
は

あ
る
が
、
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
交
尾
の
専
有
制
は
な
い
。
支

配
者
で
な
い
オ
ス
が
メ
ス
と
交
尾
す
る
機
会
も
保
障
さ
れ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
一
連
の
組
織
の
ゆ
る
み
は
、
交
尾
期
間
と
子
育
て
期
問

の
分
離
を
あ
い
ま
い
に
す
る
。
妊
娠
ニ
ケ
月
ま
で
交
尾
が
可
能
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
が
子
育
て
期
間
の
延
長
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
。

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
場
合
、
母
と
子
の
絆
は
五
年
間
も
続
く
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
こ
う
し
た
一
連
の
社
会
組
織
の
柔
構
造
は
、
子
ど
も
の
社
会
化

の
過
程
に
多
様
性
を
も
ち
こ
ん
で
く
る
。
従
来
の
パ
タ
ー
ン
で
あ

っ
た
大
人
の
威
嚇
、
違
反
者
の
体
罰
に
代
っ
て
、
母
子
関
係
の
中

で
の
年
少
者
の
自
主
的
活
動
が
増
大
す
る
。
つ
ま
り
遊
び
の
増
大

で
あ
る
。
そ
れ
を
母
子
関
係
と
し
て
み
れ
ば
、
親
か
ら
子
へ
の
一

方
的
関
係
で
は
な
く
、
相
互
交
換
シ
ス
テ
ム
　
（
篶
o
昏
8
0
巴

繋
9
§
σ
q
Φ
）
の
成
立
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
背
景
に
は
、
大
人
達

の
相
互
シ
ス
テ
ム
の
増
大
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー

の
よ
う
に
一
定
の
居
住
空
間
の
中
で
闘
争
す
る
こ
と
な
く
、
仲
間

集
団
と
交
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
集
団
内
の
性
関
係
、

成
員
の
交
換
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

　
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
、
動
物
社
会
の
社
会
組
織
の
進
化
と
未
成
熟
期

の
利
用
と
の
関
係
を
右
の
よ
う
に
理
解
し
た
の
ち
、
こ
の
相
互
交

換
シ
ス
テ
ム
の
拡
大
し
た
も
の
と
し
て
ヒ
ト
の
社
会
を
と
ら
え
、

レ
ヴ
イ
画
ス
ト
ロ
ー
ス
に
基
づ
い
て
、
ヒ
ト
の
社
会
の
特
色
を
以

下
の
よ
う
に
と
ら
え
る
。

一
、
記
号
、
神
話
、
知
識
の
交
換
が
あ
る
。

二
、
感
情
の
絆
の
交
換
、
縁
組
の
絆
の
交
換
が
あ
る
。

三
、
物
質
と
サ
ー
ビ
ス
の
交
換
が
あ
る
。

　
ヒ
ト
の
集
団
で
は
、
こ
の
交
換
シ
ス
テ
ム
が
有
効
に
機
能
す
る

よ
う
な
個
体
特
性
が
選
択
さ
れ
、
個
体
自
ら
が
そ
う
し
た
特
性
を

身
に
つ
け
る
よ
う
自
己
飼
育
（
ω
①
罵
α
0
8
①
昌
8
饒
S
）
す
る
。
し

た
が
っ
て
未
成
熟
者
の
利
用
す
な
わ
ち
、
個
体
の
側
か
ら
み
れ
ば
、

未
成
熟
者
の
社
会
化
（
発
達
）
の
様
式
も
著
し
い
変
化
を
も
た
ら

す
。　

既
に
の
べ
た
よ
う
に
、
罰
と
威
嚇
の
減
少
と
、
遊
び
期
間
の
長

期
化
、
そ
れ
に
伴
な
う
母
親
の
参
加
度
の
増
大
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
親
と
子
が
一
緒
に
行
動
す
る
期
問
の
増
大
は
、
親
に

庇
護
さ
れ
安
全
に
過
ご
す
期
間
の
増
大
を
意
味
し
、
そ
れ
は
、
未

成
熟
者
が
親
の
行
動
を
観
察
す
る
範
囲
と
期
間
の
拡
大
を
意
味
す

る
。
っ
ま
り
、
子
ど
も
の
模
倣
行
動
が
拡
が
る
の
で
あ
る
。
こ
の

間
、
子
ど
も
は
、
お
と
な
の
社
会
的
相
互
作
用
、
交
尾
、
年
少
者

の
世
話
、
競
争
的
誇
示
、
遣
具
使
用
行
動
を
注
視
し
、
そ
う
し
た

行
動
が
許
容
さ
れ
る
時
点
で
、
自
ら
試
行
錯
誤
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
、
人
問
の
学
習
と
し
て
最
も
基

本
的
な
観
察
学
習
の
成
立
条
件
を
社
会
組
織
と
の
関
係
で
明
ら
か

に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
子
ど
も
の
側
か
ら
い
え
ば
、
親
の
庇
護
の
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も
と
で
、
自
由
な
注
視
行
動
と
試
行
錯
誤
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
、

親
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
親
が
保
護
者
、
あ
る
い
は
争
い
の
緩
衡
者

と
し
て
、
ま
た
、
モ
デ
ル
あ
る
い
は
形
成
者
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
ブ
ル
ー
ナ
i
の
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
発
達
と
い
う
も
の
を
個

体
の
側
の
変
化
と
し
て
の
み
と
ら
え
、
そ
の
変
化
が
環
境
と
の
関

係
に
お
い
て
ど
ん
な
構
造
変
化
を
生
み
だ
し
て
い
る
か
と
ら
え
得

な
か
っ
た
従
来
の
発
達
観
と
は
著
し
く
異
な
る
。
　
「
未
成
熟
期
の

利
用
」
と
い
う
こ
と
ば
が
示
す
よ
う
に
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
ヒ
ト
と

い
う
種
が
進
化
史
の
過
程
で
と
り
う
る
選
択
は
何
か
と
い
う
観
点

で
、
子
ど
も
の
発
達
を
語
る
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
ヒ
ト
と
い
う
種
が

と
り
う
る
子
ど
も
の
成
長
の
条
件
を
「
未
成
熟
期
の
利
用
」
と
い

う
こ
と
ば
で
示
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
マ
ク
ロ
な
視
点
に
お
い

て
は
じ
め
て
、
未
成
熟
者
と
環
境
と
の
相
互
相
乗
的
関
係
を
相
互

規
定
的
に
具
体
化
し
う
る
と
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ブ
ル
ー
ナ
ー
の
視
点
は
、
幼
児
期
に
お
け
る
学
習
の
あ
り
方

や
あ
そ
び
の
必
要
性
を
語
る
さ
い
に
も
、
重
要
な
意
義
を
も
っ
。

従
来
の
よ
う
に
、
個
体
の
成
長
、
あ
る
い
は
平
均
的
個
体
の
成
長

に
と
っ
て
の
あ
そ
び
の
意
義
を
語
る
だ
け
で
は
な
く
、
ヒ
ト
と
し

て
成
長
す
る
た
め
に
不
可
避
な
条
件
と
し
て
の
あ
そ
び
に
つ
い
て

語
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
、
子
ど
も
の
発
達
を

規
定
す
る
条
件
を
進
化
史
的
な
巨
視
的
観
点
か
ら
と
ら
え
、
そ
の

不
可
避
性
を
お
さ
え
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
そ
う
し
た
流
れ
の

中
で
の
選
択
性
、
つ
ま
り
文
化
的
差
異
、
個
人
的
差
異
を
考
え
よ

う
と
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
枠
組
の
中
で
、
ヒ
ト
の
未
成
熟
期
の

利
用
に
お
い
て
み
ら
れ
る
具
体
的
特
色
を
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
。

四
、
幼
児
期
に
お
け
る
観
察
学
習
の
重
要
性

　
社
会
構
造
が
柔
軟
化
し
、
前
述
の
よ
う
な
相
互
交
換
シ
ス
テ
ム

が
発
達
す
る
と
、
子
ど
も
の
社
会
化
の
過
程
も
、
こ
の
お
と
な
の

相
互
交
換
シ
ス
テ
ム
を
受
容
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
に
は
、
お
と
な
の
行
動
に
注
目
し
、
試
行
錯
誤
し
つ
つ
学
び
と

っ
て
い
く
と
い
う
観
察
学
習
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
れ
な
し
に
子

ど
も
の
成
長
は
あ
り
え
な
い
。
そ
こ
で
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
観
察
学
習

の
条
件
に
つ
い
て
こ
う
い
う
。

　
課
題
か
ら
自
己
を
分
化
さ
せ
摘
象
さ
せ
る
能
力
、
自
分
自
身

の
行
為
（
潟
ユ
9
8
P
．
9
①
）
を
み
ま
わ
す
と
、
い
わ
ば
、
自
分
や

自
分
の
行
為
を
他
者
の
行
為
と
は
別
の
も
の
（
分
化
さ
れ
た
も

の
）
と
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
別
の
云
い
方
を
す

れ
ば
、
他
人
の
行
為
の
中
に
あ
る
主
要
な
特
徴
に
照
し
て
自
分
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自
身
の
行
為
を
モ
デ
ル
化
（
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
1
1
訳
者
注
）
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泌

る
と
い
う
形
で
、
自
己
認
識
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
こ
れ
を
言
語
学
に
お
け
る
皆
｛
話
ω
（
指
示
機
能
）

と
同
じ
だ
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
指
示
代
名
詞
を
使
い
わ
け
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
観
察
学
習
の
第
二
の
条
件
は
つ
ぎ
の
通

り
で
あ
る
。

　
（
そ
れ
は
）
今
吟
味
し
て
い
る
技
能
の
形
式
、
す
な
わ
ち
、

一
つ
の
モ
デ
ル
に
合
致
す
る
よ
う
に
、
一
組
の
構
成
要
素
と
し

て
の
下
位
常
規
行
動
を
適
切
に
系
列
化
す
る
こ
と
で
、
行
動
パ

タ
ー
ン
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
目
と
手
の
協
応
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
幼
児
の
技
能
の
発
達
を

み
る
と
、
特
定
の
個
別
行
為
（
例
、
つ
か
む
1
1
引
用
者
）
に
始
っ

て
、
さ
ら
に
単
位
行
為
（
蟹
O
註
一
胃
｛
亀
8
）
が
形
成
さ
れ
、
さ
ら

に
そ
の
高
次
の
総
合
的
技
能
行
為
（
例
、
手
を
の
ば
す
、
目
で
自

分
の
手
の
う
ご
き
を
と
ら
え
る
、
手
と
対
象
物
と
を
同
時
に
視
野

に
入
れ
る
、
に
ぎ
る
）
に
系
列
化
さ
れ
て
い
く
。

　
こ
う
し
た
一
連
の
行
為
連
鎖
と
し
て
の
技
能
の
成
立
に
は
、
二

つ
の
重
要
な
戦
略
が
あ
る
。
一
つ
は
、
目
標
に
沿
っ
て
全
体
を
ど

う
組
み
変
え
る
か
に
つ
い
て
の
予
想
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ル

ー
ナ
ー
は
バ
ー
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
期
待
さ
れ
る
媒
介
変
数
（
－

目
標
の
こ
と
、
引
用
者
）
に
沿
っ
て
環
境
を
変
化
さ
せ
る
仕
方
に

つ
い
て
の
運
動
上
の
仮
説
（
目
標
達
成
の
方
法
と
し
て
意
識
さ
れ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
身
体
の
動
き
自
体
が
も
っ
て
い
る
方

向
性
を
い
う
。
引
用
者
注
）
が
あ
る
か
ら
だ
」
と
い
う
主
張
を
根

拠
に
し
て
い
る
。

　
技
能
の
習
熟
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
戦
略
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る

の
は
、
「
程
S
昌
〔
霧
①
ω
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
語
学
の
方
で
は
、

意
味
の
云
い
か
え
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
技
能
の
方
で
は
、
同

一
目
的
を
達
成
さ
せ
る
た
め
の
他
の
手
段
の
使
用
を
可
能
に
す
る

代
理
規
則
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
こ
の
技
能
に
関
す
る
二
っ
の
原
則
は
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
に
と
っ
て

は
、
言
語
使
用
に
関
す
る
二
つ
の
規
則
と
連
続
的
に
と
ら
え
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ブ
ル
ー
ナ
i
は
、
言
語
使
用
と
い
う

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
技
能
を
、
そ
れ
以
前
の
技
能
と
つ
な
が
る
も
の

と
い
う
進
化
史
的
な
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
み

ら
れ
る
一
貫
し
た
流
れ
は
、
知
性
の
発
展
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
掴
　
　
画
　
　
　
画
　
　
　
画
　
　
　
画
　
　
　
囲

ロ
リ
ス
型
原
猿
と
人
間
の
間
に
み
ら
れ
る
も
の
を
に
ぎ
る
と
い
う

行
為
の
差
か
ら
そ
れ
を
説
明
す
る
。
前
者
の
場
合
、
様
々
な
課
題

に
同
じ
に
ぎ
り
方
を
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
手
の
方
向
の
変
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更
、
速
度
、
ま
た
は
力
等
の
修
正
な
ど
様
々
な
に
ぎ
り
方
を
す
る
。

こ
れ
は
、
手
の
形
態
上
の
差
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
を
生
み
だ
し

た
「
手
の
使
用
を
制
御
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
性
質
」
の
問
題
だ
と

す
る
。
こ
の
よ
う
に
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
、
進
化
史
の
中
で
の
知
性
の

発
達
を
重
視
し
、
観
察
学
習
に
お
け
る
仮
説
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
の

役
割
に
着
目
し
、
こ
れ
を
跡
づ
け
、
技
能
か
ら
言
語
へ
の
筋
道
を

構
想
す
る
。

五
、
道
具
使
用
と
遊
ぴ
と
の
関
係
づ
け
に
つ
い
て

　
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
進
化
史
に
お
け
る
知
性
の
発
達
に
お
い
て
、
ヒ

ト
の
知
性
へ
の
発
展
の
指
標
と
し
て
道
具
使
用
を
あ
げ
る
。
そ
の

際
、
彼
は
こ
の
道
具
使
用
に
至
る
進
化
史
の
筋
道
を
跡
づ
け
、
そ

こ
に
位
置
づ
け
る
。
道
具
使
用
の
前
史
と
し
て
は
、
一
、
二
本
足

歩
行
に
よ
る
手
の
自
由
使
用
と
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
柔
軟
な
プ
ロ

グ
ラ
ミ
ン
グ
を
提
供
す
る
頭
脳
の
出
現
、
二
、
二
本
足
歩
行
の
結

果
、
重
力
に
耐
え
る
た
め
の
骨
盤
帯
の
強
化
、
そ
の
た
め
に
生
ず

る
産
道
の
狭
小
化
、
三
、
大
き
な
頭
脳
を
支
え
る
た
め
に
歯
列
を

整
え
、
前
に
突
出
し
た
あ
ご
を
退
行
さ
せ
る
。
四
、
大
き
な
頭
脳

を
も
っ
た
生
物
が
狭
い
産
道
を
通
り
抜
け
る
た
め
に
、
最
初
、
頭

脳
が
小
さ
く
、
未
成
熟
で
産
出
さ
れ
る
た
め
、
未
成
熟
期
が
長
び

く
こ
と
の
四
点
を
あ
げ
る
。

　
そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
こ
に
成
立
す
る
道
具
使
用
の
上
で
の
進
化

と
し
て
は
、
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
種
類
の
道
具
使
用
か
ら
、
人

間
の
生
存
に
不
可
欠
な
道
具
使
用
へ
の
道
す
じ
が
あ
る
と
い
う
。

こ
の
生
存
に
関
係
の
あ
ま
り
な
い
道
具
使
用
が
最
初
に
発
見
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
道
具
使
用
が
、
む
し
ろ
未
成
熟
期
に
属

す
る
存
在
に
よ
っ
て
”
あ
そ
び
〃
の
中
で
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
い
う
。

　
道
具
使
用
が
発
達
す
る
に
は
、
組
合
せ
活
動
の
た
め
の
、
選

択
的
で
強
制
さ
れ
な
い
機
会
（
遊
び
1
1
訳
者
注
）
が
長
期
的
に

存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
道
具
使
用
（
ま
た
は
技
能
活

動
に
対
象
を
く
み
入
れ
る
こ
と
）
に
は
、
そ
の
性
質
上
、
選
択

が
可
能
な
広
汎
な
ヴ
ァ
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
を
達
成
す
る
機
会
が
必

要
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
こ
こ
で
、
親
の
庇
護
の
も
と
に
、
生
存
の
た
め

の
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
活
動
に
取
り
組
ま
ず
に
す
む
こ
と
で
、

親
や
周
囲
の
大
人
の
行
動
を
自
由
に
観
察
し
た
り
、
自
分
で
、
様

々
な
組
み
合
わ
せ
活
動
の
試
行
錯
誤
が
で
き
る
機
会
、
様
々
な
圧

カ
か
ら
解
放
さ
れ
、
安
定
し
た
心
情
で
い
ら
れ
る
”
あ
そ
び
〃
の
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機
会
が
、
生
存
に
必
ず
し
も
必
要
な
い
道
具
の
使
用
を
偶
然
に
発

見
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
〃
あ
そ
び
”
と
道

具
と
の
関
係
に
つ
い
て
こ
う
い
う
。

　
第
一
に
、
遊
び
は
、
よ
り
危
険
の
な
い
状
況
の
中
で
、
自
分

の
行
為
の
諸
結
果
を
最
小
に
し
て
い
く
手
段
、
つ
ま
り
学
習
の

手
段
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
社
会
的
遊
び
に
あ
て
は
ま

る
。
1
中
略
1
「
群
れ
の
中
で
や
っ
て
よ
い
こ
と
、
わ
る

い
こ
と
の
規
則
が
多
く
あ
る
。
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
が
年
少
期
に

学
習
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
規
則
に
反
し
た
結
果
が
後
に
な
る

よ
り
厳
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
O
O
曇
昌
毫
§
α
里
争
O
P

H
署
〇
一
p
に
o
o
）

　
第
二
は
、
機
能
上
の
圧
力
が
あ
る
と
き
に
は
決
し
て
試
み
ら

れ
る
こ
と
の
な
い
行
動
の
組
合
せ
を
試
み
る
い
い
機
会
を
提
供

　
　
㎜

す
る
。

　
上
述
の
よ
う
な
〃
あ
そ
び
”
の
学
習
条
件
か
ら
年
少
者
が
学
ぶ

も
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
”
あ
そ
び
〃
場
面
に
庇
護
者
と
し
て
っ

き
あ
っ
て
い
る
親
の
行
動
に
っ
い
て
の
観
察
学
習
で
あ
る
。
ブ
ル

ー
ナ
ー
は
母
親
－
幼
児
問
の
相
互
作
用
に
よ
る
密
接
な
関
係

（
ω
③
ま
潟
）
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
幼
児
に
未
だ
下
位
常
規
行

動
が
習
得
さ
れ
な
く
と
も
、
親
の
行
動
が
全
課
題
を
提
示
す
る
こ

と
は
、
大
い
に
有
効
だ
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
〃
あ
そ
び
”
場
面
で
学
習
す
る
こ
と
は
、
単
に
親
の
行

動
を
観
察
学
習
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
種
々
の
異
っ
た
文
脈
の
中

で
新
し
い
技
能
の
変
種
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。
”
遊
び
〃
の
自

由
で
圧
力
の
な
い
状
況
が
こ
の
変
種
の
誕
生
に
大
き
く
作
用
す
る
。

こ
の
よ
う
に
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
遺
具
使
用
の
発
達
に
及
ぼ
す
”
遊
び
〃

活
動
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。

　
こ
の
”
遊
び
〃
の
中
で
道
具
使
用
（
技
能
）
の
変
種
が
生
み
だ

さ
れ
る
仕
組
み
に
っ
い
て
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
二
っ
の
条
件
を
あ
げ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
論
理
的
な
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
一
箇
の
ボ

ー
ル
（
機
能
）
が
い
ろ
い
ろ
な
行
為
（
論
述
）
に
適
合
す
る
と
い

う
の
と
、
い
ろ
い
ろ
な
行
為
が
い
ろ
い
ろ
な
対
象
物
（
機
能
）
に

適
合
し
た
形
で
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
で

あ
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
既
に
の
べ
た
よ
う
に
、
人
間
の
言
語
能

力
の
パ
タ
ー
－
ン
と
近
似
し
た
も
の
と
し
て
押
え
ら
れ
、
技
能
か
ら

言
語
へ
の
連
続
的
な
知
性
の
進
化
史
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
　
「
ジ
ョ
ン
は
帽
子
を
も
っ
。
」
「
ジ
ョ
ン
は
男
で

あ
る
。
」
「
ジ
ョ
ン
は
へ
い
を
こ
え
る
」
と
い
う
文
の
よ
う
に
、
主

格
は
様
々
な
叙
述
に
展
開
さ
れ
る
と
と
も
に
、
　
「
帽
子
を
み
が
く
」

「
帽
子
を
洗
う
」
　
「
帽
子
を
手
渡
す
」
と
い
う
叙
述
の
よ
う
に
、
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帽
子
と
い
う
対
象
（
機
能
）
に
対
し
、
多
様
な
叙
述
が
可
能
に
な

る
と
い
う
。
こ
う
し
た
組
み
合
わ
せ
を
可
能
な
か
ぎ
り
く
り
返
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

発
見
す
る
の
が
、
〃
遊
び
”
場
面
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
条
件
は
、
　
「
対
象
の
潜
在
的
構
成
要
素
」
を
予
測

す
る
能
力
（
巳
窃
O
O
鼠
ま
竃
）
を
新
し
い
状
況
に
お
い
て
使
用
す
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ケ
ー
ラ
ー
の
い
う
視
覚
的
に
全
く
安
定
し

て
い
る
状
況
の
「
視
覚
的
全
体
の
分
解
」
能
力
で
あ
る
。

　
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
、
道
具
使
用
の
発
展
（
技
能
↓
言
語
へ
の
発
展

1
－
知
性
の
発
展
）
の
中
で
の
〃
遊
び
”
の
重
要
性
を
く
り
返
し
強

調
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
の
発
達
観
に
立
っ
か
ぎ
り
、

人
間
の
発
達
（
霊
長
類
も
含
め
て
）
は
〃
遊
び
”
と
い
う
環
境
な

ら
び
に
そ
れ
を
成
立
さ
せ
た
進
化
史
上
の
”
文
化
〃
状
況
を
無
視

し
て
、
個
体
の
成
長
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、

親
の
庇
護
の
も
と
に
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
に
し
っ
っ
、
観
察
学
習
し
、

か
つ
自
由
な
組
み
合
わ
せ
を
楽
し
む
状
況
を
無
視
で
き
な
い
の
で

あ
る
。

六
、
大
人
の
存
在
と
意
図
的
教
育
作
用
成
立
の
根
拠

　
前
述
の
”
遊
び
〃
状
況
で
の
大
人
の
役
割
か
ら
、
大
人
が
教
え

る
役
割
を
と
る
こ
と
へ
の
発
展
を
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
っ
ぎ
の
よ
う
に

と
ら
え
る
。
ま
ず
〃
遊
び
”
状
況
の
中
で
は
、
大
人
は
、
庇
護
者

で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
愛
情
の
源
と
し
て
の
役
割
と
同
時
に

モ
デ
ル
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
た
。
し
た
が
っ
て
意
図
的
教
育
作

用
と
し
て
の
教
授
は
存
在
し
な
い
。
人
間
で
も
、
狩
猟
社
会
で
は
、

こ
れ
が
支
配
的
状
況
だ
っ
た
と
い
う
。
霊
長
類
社
会
で
の
学
習
は

ほ
と
ん
ど
”
あ
そ
び
〃
を
介
し
て
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
と
い

・
つ
。

　
こ
れ
に
対
し
、
　
「
教
え
る
」
必
要
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ず

る
か
。
そ
れ
を
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
学
習
者
側
の
要
求
、
っ
ま
．
り
、

「
チ
ュ
ー
タ
ー
期
待
感
」
（
叶
鼻
9
0
8
罵
暮
留
）
と
し
て
と
ら
え
る
。

こ
れ
は
、
年
少
者
が
大
人
か
ら
学
び
た
い
と
い
う
気
持
を
も
っ
こ

と
で
あ
る
。
で
は
こ
の
「
期
待
感
」
は
ど
う
い
う
条
件
の
中
で
生

ず
る
か
。
そ
れ
は
、
安
易
に
生
き
ら
れ
る
状
況
よ
り
も
、
油
断
で

き
な
い
生
存
条
件
で
あ
る
と
ゴ
リ
ラ
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
を
比
較
し

た
考
察
を
引
用
し
て
い
う
。

　
こ
こ
で
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
、
知
性
の
進
化
に
お
い
て
相
矛
盾
し

た
提
案
が
な
さ
、
れ
た
と
い
う
。
そ
の
一
つ
は
、
既
に
論
じ
ら
れ
た

よ
う
に
、
比
較
的
生
存
上
の
圧
力
の
な
い
状
況
で
の
自
由
な
活
動

が
技
能
の
進
化
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

対
し
、
前
述
の
提
案
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
学
習
者
に
挑
戦
を
余

儀
な
く
さ
せ
る
状
況
の
必
要
性
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ー
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ナ
ー
は
、
D
画
モ
リ
ス
を
引
用
し
、
進
化
に
適
応
す
る
二
つ
の
タ

イ
プ
を
あ
げ
る
。
一
つ
は
、
専
門
家
、
つ
ま
り
特
殊
な
環
境
に
生

き
ら
れ
る
の
に
最
適
な
機
能
を
も
っ
た
生
物
と
し
て
進
化
す
る
方

向
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
機
会
主
義
者
（
O
署
O
『
富
ま
阻
）
で
あ

る
。
霊
長
類
や
人
類
が
選
ん
だ
道
は
こ
の
道
で
あ
る
。
こ
の
種
は
、

様
々
な
環
境
に
適
応
す
る
柔
軟
さ
を
身
に
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
人
間
は
ど
の
よ
う
に
、
そ
う
し
た
挑
戦
を
余
儀
な
く
さ
せ

る
条
件
を
用
意
し
、
柔
軟
な
適
応
力
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
ク
ン
グ
画
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン
と
い
う
狩
猟
民
族
を
例
に
あ
げ
て
、

ブ
ル
ー
ナ
ー
は
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
の
成
長
の
条
件
を
二
っ
述
べ

　
　
⑫

て
い
る
。
一
っ
は
、
大
人
と
子
ど
も
が
、
遊
び
、
踊
り
、
狩
猟
、

う
た
、
物
語
り
な
ど
を
共
有
す
る
こ
と
、
二
つ
は
儀
式
に
導
入
す

る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
儀
式
に
子
ど
も
を
導
入
す
る
こ

と
こ
そ
、
子
ど
も
に
と
っ
て
新
し
い
、
か
つ
克
服
さ
れ
る
べ
き
事

態
な
の
で
あ
る
。
こ
の
儀
式
は
、
し
ば
し
ば
肉
体
的
苦
痛
や
精
神

的
不
安
と
い
う
限
界
状
況
に
子
ど
も
を
お
と
し
入
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
儀
式
の
中
に
高
度
に
様
式
化
さ
れ
た
も
の
が
通

過
儀
礼
で
あ
る
。
人
間
は
一
方
で
子
ど
も
を
庇
護
し
、
不
安
を
な

く
し
、
探
究
行
動
を
う
な
が
す
〃
遊
び
”
の
機
会
を
提
供
す
る
と

と
も
に
、
そ
う
し
た
安
心
感
を
前
提
に
し
て
、
子
ど
も
を
新
奇
な

も
の
、
挑
戦
的
な
も
の
に
あ
え
て
導
入
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
D
㊥
モ
リ
ス
の
い
う
幕
8
巨
旺
（
新
奇
愛
好
性
）
を
育
て
る
。

こ
れ
は
、
人
間
だ
け
が
な
し
う
る
能
力
で
あ
り
、
環
境
の
変
化
へ

の
無
限
の
適
応
能
力
を
育
て
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
人
間
の
子
育
て
を
特
徴
づ
け
る
こ
の
遊
び
と
儀
式
と
い

う
二
つ
の
様
式
の
内
容
を
規
定
す
る
最
大
の
特
色
が
象
徴
作
用
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
遊
び
の
特
色
は
人
問

の
遊
び
の
特
色
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
象
徴
（
｛
ガ
ぴ
O
尿
）
と
慣

習
（
8
睾
彗
注
8
ω
）
が
つ
け
加
わ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
棒

は
狩
猟
の
矢
と
し
て
使
う
だ
け
で
な
く
、
足
に
は
さ
ん
で
馬
に
見

立
て
ら
れ
る
。
　
「
現
前
の
知
覚
状
況
か
ら
の
分
離
点
」
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曲
　
　
　
田
　
　
　
圃

「
想
像
上
の
状
況
」
に
適
合
す
る
も
の
が
、
馬
に
見
立
て
ら
れ
た

棒
で
あ
る
。
ヴ
イ
ゴ
ッ
キ
ー
の
い
う
想
像
と
現
実
の
要
が
棒
な
の

　
　
⑫

で
あ
る
。
遊
び
の
中
に
見
立
て
（
象
徴
化
）
が
導
入
さ
れ
る
と
、

そ
こ
か
ら
二
つ
の
結
果
が
生
ず
る
。
一
つ
は
、
遊
び
が
社
会
的
慣

習
の
性
質
や
、
慣
習
そ
れ
自
体
（
慣
習
と
は
何
か
）
を
教
え
る
手

段
に
な
る
と
い
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
こ
で
子
ど
も
は
手
続
き
の

内
容
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
手
続
の
一
致
（
多
者
に
よ
る
）
に
よ

っ
て
成
立
す
る
と
い
う
慣
習
の
意
味
と
、
様
々
な
慣
習
を
学
ぶ
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ブ
ル
「
ナ
ー
は
、
遊
び
の
中
に
儀
式
性
を
導

入
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
両
者
、
遊
び
と
儀
式
の
双
方
に
象
徴
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作
用
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

が
確
立
さ
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

意
図
的
教
育
作
用
の
基
礎

言
語
の
本
質
と
教
授
、
学
校
の
機
能
の
関
係

　
意
図
的
教
育
作
用
と
し
て
の
教
授
の
成
立
を
語
る
た
め
に
は
、

言
語
の
本
質
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
ブ
ル
ー
ナ

ー
は
技
能
ξ
言
語
の
共
通
性
を
強
調
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
技

能
行
動
娃
言
語
と
同
様
、
云
い
か
え
（
層
s
昌
s
需
）
と
文
法
を

も
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
行
動
の
構
造
と
言
葉
の
構
造
と
の
共

通
性
は
言
葉
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
に
み
ら
れ
る
と
ブ
ル

ー
ナ
ー
は
い
う
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
さ
ら
に
こ
う
展
開
す
る
。

　
私
は
一
つ
の
重
要
な
仮
説
（
初
期
の
言
語
使
用
は
お
そ
ら
く
、

行
動
を
支
持
し
、
行
為
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
）
を
提
案

す
る
た
め
に
、
行
為
と
一
言
語
の
構
造
と
の
類
似
性
を
強
調
し
て
・

き
た
。
言
語
の
初
め
の
構
造
と
言
語
の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
（
統
辞
）

　
　
　
　
　
　
　
画
画
個
㊥
画
画
画
④

の
普
遍
的
構
造
は
行
為
の
構
造
の
拡
張
で
あ
る
。
シ
ン
タ
ッ
ク

ス
は
、
で
た
ら
め
で
は
な
く
、
そ
の
諸
事
例
は
行
為
に
つ
い
て

信
号
化
し
た
り
、
行
為
を
表
象
し
た
り
す
る
必
要
性
を
反
映
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圃
　
　
　
㊥
　
　
　
宙
　
　
　
　
　
　
㊥
　
　
固

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
諸
事
例
に
は
、
行
為
者
、
行
為
、

田
　
　
　
画
　
　
　
　
　
　
　
画
　
　
　
画
　
　
　
　
　
　
　
画
　
　
　
画
　
　
　
　
　
　
　
伺
　
　
　
画
　
　
　
田
　
　
　
画
　
　
　
倒
　
　
　
固
　
　
　
画
　
　
　
画
　
　
　
画

対
象
、
位
置
、
属
性
、
方
向
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ど
ん
な
言
語

で
あ
れ
、
行
為
者
γ
行
為
－
対
象
構
造
は
年
少
の
話
者
に
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

さ
れ
る
形
式
で
あ
る
。
　
（
傍
点
、
引
用
者
）

　
行
為
と
一
言
語
と
の
間
の
構
造
上
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
ブ
ル
ー

ナ
ー
の
こ
の
主
張
は
、
進
化
史
上
で
の
霊
長
類
か
ら
ヒ
ト
ヘ
の
発

達
の
連
続
性
と
、
人
間
の
幼
児
の
発
達
と
の
問
の
共
通
性
を
想
定

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
進
化
史
的
に
は
、
発
話
の

発
生
の
起
点
を
「
援
助
を
求
め
る
と
い
う
人
問
的
要
求
」
に
あ
る

と
し
た
ド
ニ
フ
グ
ナ
の
説
を
支
持
す
る
。
ま
た
、
発
達
論
の
レ
ベ

ル
で
は
、
幼
児
の
初
期
言
語
認
識
は
、
普
通
名
詞
で
も
単
に
対
象

を
示
す
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
経
験
に
お
い
て
、
そ
の
対
象
が

関
係
す
る
す
べ
て
の
行
為
を
示
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
あ
げ
る
。

　
し
か
し
、
や
が
て
人
間
の
言
語
は
直
接
経
験
（
行
動
）
の
文
脈

か
ら
解
放
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
い
う
、

　
人
間
に
お
け
る
言
語
の
発
達
は
、
文
脈
（
行
動
の
筋
道
1
1
引

用
者
注
）
や
、
そ
れ
に
随
伴
す
る
行
動
か
ら
離
れ
る
方
向
に
進

む
だ
け
で
は
な
い
。
言
語
使
用
者
の
注
意
を
直
接
の
環
境
か
ら

解
き
放
ち
、
行
為
や
、
視
覚
で
と
ら
え
ら
れ
た
も
の
よ
り
む
し

ろ
、
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
。
こ
の
過
程
で
、
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言
語
は
そ
れ
が
表
わ
す
環
境
の
特
色
に
選
択
的
に
注
意
を
向
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
強
力
な
道
具
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
人
間
は
、
環
境
に
対
し
、
つ
ね
に
言
語
を
介
在
さ

せ
て
と
ら
え
る
よ
う
に
な
り
、
環
境
の
直
接
刺
激
か
ら
解
放
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
逆
に
言
語
が
環
境
理
解
の
仕
方
や
か
か

わ
り
方
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
言
語
の
こ
う
し
た
特
色
を
ブ
ル
ー
ナ
ー
が
強
調
す
る
の
は
、
そ

れ
が
未
成
熟
期
の
利
用
の
あ
り
方
を
強
く
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

言
語
の
発
達
が
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
狩
猟
社
会
で
は
、
形
式
的

教
授
の
必
要
性
は
な
か
っ
た
。
子
ど
も
を
共
同
行
動
に
参
加
さ
れ

る
だ
け
で
十
分
で
あ
っ
た
。
言
語
は
、
行
動
を
補
助
し
た
り
、
行

為
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
現
在
進
行
中
の
事
柄
に

注
意
を
向
け
さ
せ
る
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
つ
ぎ
の
段
階
で
は
、
集
団
行
為
を
導
く
こ
と
と
、
神
話
や
呪
文

に
よ
っ
て
信
仰
体
系
を
形
成
す
る
こ
と
と
の
混
合
物
で
あ
っ
た
。

や
が
て
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
イ
の
発
展
と
と
も
に
、
直
接
に
そ
れ
を
使

用
す
る
状
況
か
ら
離
れ
て
も
、
そ
れ
が
役
立
つ
よ
う
に
、
知
識

（
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ィ
）
を
貯
え
、
か
っ
表
わ
す
こ
と
を
言
語
に
要
求
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
状
況
を
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
っ
ぎ
の
よ
う
に

い
う
。

　
言
語
は
、
増
々
脱
文
脈
化
さ
れ
た
形
式
で
、
人
間
に
と
っ
て

知
識
を
伝
達
す
る
媒
体
に
な
っ
た
。
そ
し
て
書
き
言
葉
の
出
現

が
こ
の
傾
向
を
さ
ら
に
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、

も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
知
識
伝
達
の
こ
の
様
式
が
確
立
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
、
教
授
が
成
立
す
る
場
と
し
て
の
学
校
が
発
明
さ

れ
る
条
件
が
整
っ
た
の
で
あ
る
。
学
校
は
進
化
史
に
お
い
て
ご

く
最
近
の
発
達
で
あ
り
、
歴
史
的
意
味
に
お
い
て
さ
え
も
そ
う

　
　
⑫

で
あ
る
。

　
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
、
類
と
し
て
の
ヒ
ト
の
発
達
の
特
色
を
進
化
史

の
流
れ
に
位
置
づ
け
、
言
語
の
発
生
か
ら
出
発
し
、
そ
の
蓄
積
と

伝
達
の
必
要
性
と
い
う
状
況
の
中
で
、
学
校
と
い
う
も
の
、
教
授

と
い
う
も
の
が
、
ヒ
ト
の
発
達
を
規
定
す
る
条
件
と
し
て
発
生
し

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
で
は
、
学
校
は
現
在
、
進
化
史
の
流

れ
の
上
で
ど
ん
な
問
題
を
生
み
だ
し
て
い
る
か
。
そ
れ
は
人
間
の

発
達
（
未
成
熟
期
の
利
用
）
に
ど
う
い
う
課
題
を
つ
き
つ
け
て
い

る
か
。

人
間
の
発
達
に
お
け
る
学
校
の
問
題
点

書
き
こ
と
ば
の
発
生
と
教
授
の
成
立
と
の
関
連
性
は
深
い
こ
と
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⑫

は
多
く
の
識
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
こ

の
関
連
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
、
G
ニ
フ
イ
ル
の
言
葉
雪
o
ま
握

5
峯
と
雪
O
ま
轟
け
ぎ
朴
の
区
別
を
使
っ
て
展
開
す
る
。
す
な
わ

ち
、
脱
文
脈
化
さ
れ
た
情
報
の
蓄
積
（
書
き
こ
と
ば
の
集
積
）
、

学
校
や
教
師
の
成
立
が
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
「
や
り

方
を
知
る
」
こ
と
（
ぎ
O
ま
潟
ぎ
峯
）
か
ら
、
　
「
・
…
－
で
あ
る
」

こ
と
を
知
る
（
ぎ
O
ま
潟
ま
黒
）
こ
と
が
重
視
さ
れ
、
多
の
知
識

（
ぎ
O
ま
握
｛
訂
叫
）
を
も
つ
大
人
（
教
養
人
）
が
評
価
さ
れ
、
そ

れ
を
基
準
に
し
て
幼
児
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
が
再
規
定
さ
れ
る

に
至
っ
た
。
幼
児
期
に
必
要
な
も
の
は
、
親
の
庇
護
（
愛
情
）
と

予
測
能
力
（
観
察
学
習
に
よ
る
）
で
は
な
く
、
知
識
、
幼
児
期
で

は
、
経
験
の
必
要
が
強
調
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
こ
う
し
た
脱
文
脈
化
さ
れ
た
知
識
が
な
ぜ
要
請
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
、
そ
の
知
識
の
未
来
の
使
わ
れ
方
、
過

去
の
使
わ
れ
方
か
ら
比
較
的
自
由
な
形
で
知
識
が
表
わ
さ
れ
る
た

め
に
、
大
き
な
カ
を
も
つ
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ぎ
O
ま
潟
ぎ
奏
か
ら
ぎ
O
ま
握
ま
黒
へ
の
知
識
の
云
い
か
え

は
、
知
能
の
機
能
的
固
定
性
を
解
放
し
、
形
式
的
シ
ス
テ
ム
に
再

構
成
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
、
ハ
ン
マ
ー
と
い
う
言

葉
を
、
　
「
克
服
さ
れ
る
べ
き
あ
る
レ
ベ
ル
の
抵
抗
よ
り
以
上
に
力

が
使
わ
れ
る
こ
と
」
と
云
い
か
え
る
こ
と
で
、
こ
の
知
識
の
機
能

は
拡
大
す
る
の
だ
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
科
学
の
方
法
を
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画
　
　
　
個

す
る
と
い
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
　
「
特
定
の
問
題
の
解
決
を
よ
り

単
純
な
一
般
的
問
題
の
単
な
る
事
例
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
知
識

の
適
用
性
の
範
囲
を
増
大
さ
せ
る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
知
識
の
変
換
は
二
つ
の
問
題
点
を
も
っ
て

い
る
と
い
う
。
一
つ
は
、
形
式
的
知
識
の
重
視
は
、
技
能
的
知
識

の
軽
視
に
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
ぎ
O
ま
握

ま
9
の
知
識
は
容
易
に
ぎ
O
ま
潟
ぎ
峯
に
移
行
で
き
る
と
誤
信

す
る
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ル
r
ナ
ー
は
こ
れ
を
効
果
（
①
穀
o
ま
く
雪
窃
ω
）

の
問
題
と
よ
ぶ
。
も
う
一
つ
は
、
脱
文
脈
化
と
形
式
的
構
造
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
が
、
反
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
的
、
反
遊
戯
的
な
も
の
を
内
在

さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
こ
れ
を
従
事
（
竃
電
σ
q
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

s
①
算
）
の
問
題
と
よ
ぶ
。

　
現
代
の
学
校
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
社
会
の
文
化
は
こ
の
二
つ
の

点
に
関
し
て
危
機
的
な
問
題
を
子
育
て
に
投
げ
か
け
て
い
る
と
ブ

ル
ー
ナ
ー
は
い
う
。
ま
ず
文
化
的
背
景
か
ら
み
て
い
く
と
、
　
「
テ

ク
ノ
ロ
ジ
イ
の
進
歩
に
っ
れ
て
、
産
業
活
動
の
効
果
因
子
と
ヱ
ネ

ル
ギ
ー
要
素
が
増
々
人
問
の
共
感
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
」
と
い

う
仮
説
が
成
り
立
つ
と
い
う
。
人
間
の
役
割
は
作
業
の
制
御
と
組

織
化
を
担
う
こ
と
に
な
り
、
腕
や
手
は
、
今
や
エ
ネ
ル
ギ
i
や
技

工
化
の
モ
デ
ル
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
、
技
能
や
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職
業
に
関
係
な
く
、
や
れ
鉄
鋼
生
産
だ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
産
だ
の

と
い
う
よ
う
に
、
作
業
の
行
為
を
問
題
に
で
き
る
の
で
あ
る
。
高

度
な
技
術
社
会
で
は
、
生
産
と
分
配
の
作
業
過
程
を
一
貫
し
て
遂

行
す
る
と
か
、
自
分
の
作
業
が
作
業
全
体
の
関
連
の
中
に
ど
う
位

置
づ
け
ら
れ
る
か
も
不
明
に
な
る
。
作
業
そ
れ
自
体
へ
の
内
的
動

機
づ
け
が
失
な
わ
れ
て
し
ま
う
。
か
く
て
、
職
業
、
能
力
、
技
能
、

シ
ス
テ
ム
ヘ
の
所
属
感
な
ど
が
若
い
世
代
に
増
々
わ
か
り
に
く
く

な
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
は
、
学
校
の
あ
り
方
を
も
規
定
す
る
。
ま
ず
学

校
は
作
業
か
ら
遊
離
す
る
。
そ
の
結
果
学
校
自
体
が
メ
デ
ィ
ア
と

し
て
の
メ
ッ
セ
i
ジ
を
含
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
社

会
や
お
と
な
の
生
活
に
役
立
つ
か
ど
う
か
よ
り
、
学
歴
が
つ
け
ば

よ
い
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
知
識
は
伝
え
て
も
、
そ
の
意
義
は

伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
が
こ
こ
で
主
張
し
た
い
こ
と

は
、
．
っ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。

　
若
者
を
社
会
集
団
に
導
入
す
る
多
く
の
手
段
は
文
化
に
対
す

る
人
間
の
能
力
の
進
化
が
残
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

は
、
前
述
の
よ
う
な
急
激
な
変
化
が
当
然
に
な
っ
て
い
る
条
件

の
中
で
は
、
効
果
を
失
い
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
観
察
と
模

倣
遊
び
、
技
能
上
の
問
題
解
決
の
文
脈
で
の
実
演
、
チ
ュ
ー
タ

期
待
感
、
大
家
族
制
や
地
縁
集
団
等
の
形
で
の
効
果
的
小
世
界
、

ま
た
職
業
（
く
0
8
庄
8
）
と
い
う
考
え
方
な
ど
、
す
べ
て
お
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎝

や
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
進
化
史
の
過
程
で
生
ま
れ
、
発
達
し
て
き
た
未

成
熟
期
利
用
の
シ
ス
テ
ム
が
今
や
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
い
わ
ば
、
無
意
図
的
教
育
と
い
う
も
の
、
っ
ま
り
遊
び

や
家
庭
生
活
、
さ
ら
に
は
職
業
の
場
で
学
ぶ
こ
と
が
か
り
に
お
こ

な
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
社
会
全
体
の
変
化
に
適
応
で
き

な
い
と
こ
ろ
に
来
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ブ
ル
ー
ナ
ー
が
間
題
に
し
て
い
る
も
う
一
っ
の
点
は
、
従
事
の

問
題
で
あ
る
。
脱
文
脈
化
し
た
形
式
的
構
造
を
も
つ
メ
ッ
セ
ー
ジ

の
伝
達
（
教
授
）
に
は
、
遊
び
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
も
っ
内
発
的

報
酬
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
学
校
は
因
襲
的
で
退
屈
な
所
と
な
っ

て
い
る
。
昔
、
未
だ
学
校
な
ど
の
な
い
社
会
で
は
、
子
ど
も
は
、

遊
び
や
儀
式
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
解
放
感
や
自
由
と
と
も
に
、

挑
戦
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
状
況
や
お
そ
れ
と
対
決
し
て
い
た
。
し

か
し
現
在
の
子
ど
も
た
ち
は
、
学
校
の
中
で
そ
う
し
た
機
会
を
も

ち
え
な
い
。
だ
か
ら
子
ど
も
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
学
校
外
で
功
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
復

主
義
者
ベ
ン
サ
ム
の
批
判
す
る
「
深
い
遊
び
（
皆
8
旦
毫
）
」
に

堕
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
「
深
い
遊
び
」
は
、
非
合
理
的
で
危
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険
性
が
高
く
、
勝
つ
チ
ャ
ン
ス
よ
り
、
負
け
る
チ
ャ
ン
ス
が
大
き

い
も
の
を
い
う
。
現
在
、
十
代
前
期
の
子
ど
も
た
ち
さ
え
、
未
来

の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
学
校
を
と
び
出
し
て
、
未
来
を
犠
牲
に
し

て
ま
で
、
共
同
生
活
的
連
帯
の
た
め
に
、
個
人
の
生
活
を
さ
さ
げ

よ
う
と
し
て
い
る
。
か
つ
て
、
大
人
達
は
、
能
力
を
も
つ
者
の
モ

デ
ル
で
あ
り
、
技
能
を
体
現
す
る
者
で
あ
っ
た
が
、
今
や
子
ど
も

に
と
っ
て
、
か
れ
ら
は
、
理
解
で
き
な
い
存
在
と
な
り
、
両
者
の

断
絶
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
、
そ
れ
を
克
服
す
る

方
法
を
具
体
的
に
は
語
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
若
者
達
の
反
社
会

的
行
動
の
意
味
を
問
い
直
し
、
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
を
改
め
て
定
義

し
直
す
必
要
を
強
調
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
わ
り

に
、
権
威
を
失
っ
た
大
人
に
代
っ
て
、
新
し
い
型
の
担
い
手
で
あ

る
〃
中
間
世
代
”
（
モ
デ
ル
の
役
割
を
担
う
若
い
大
人
達
）
の
出

現
を
歓
迎
し
、
そ
れ
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
若
い
世
代
は
、

能
力
的
に
も
知
識
的
に
も
、
彼
等
に
達
し
て
い
ず
、
刺
激
を
受
け

る
こ
と
の
少
な
い
人
々
に
教
え
、
援
助
し
、
示
唆
し
、
挑
発
す
る

責
任
が
と
れ
る
よ
う
な
、
よ
り
共
同
体
的
な
教
育
組
織
に
未
成
熟

者
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
改
め
て
、

進
化
史
の
中
で
の
未
成
熟
期
の
利
用
を
見
な
お
す
必
要
が
あ
る
と

し
て
こ
の
論
文
を
結
ん
で
い
る
。

お
わ
り
に

　
現
代
の
教
育
に
対
す
る
ブ
ル
ー
ナ
ー
の
提
言
が
適
切
な
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
未
だ
筆
者
に
は
で
き
な
い
。
し
か
し
進

化
史
と
い
う
広
大
な
視
野
で
と
ら
え
た
未
成
熟
期
の
利
用
の
問
題

点
の
分
析
か
ら
聞
く
べ
き
点
は
多
い
。
な
か
で
も
未
成
熟
期
の
利

用
（
発
達
）
と
い
う
視
点
か
ら
、
現
代
の
学
校
の
問
題
が
位
置
づ

け
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
　
「
発

達
」
研
究
に
お
い
て
背
景
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

環
境
、
特
に
人
問
の
形
成
因
子
と
し
て
の
文
化
を
総
体
と
し
て
位

置
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
教
育
が
「
発
達
」
と
の
関

係
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

こ
の
発
達
感
は
、
現
在
の
発
達
心
理
学
が
対
象
と
し
て
い
る
個
体

の
変
化
に
つ
い
て
の
実
証
研
究
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で

の
個
体
変
化
と
環
境
と
し
て
の
文
化
の
相
互
相
乗
作
用
が
具
体
的

に
解
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
の
こ
の

巨
視
的
な
視
点
は
、
個
体
発
生
と
環
境
と
の
関
係
を
問
い
な
お
す

出
発
点
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、
具
体
的
な
条
件
と
子
ど

も
の
発
達
過
程
と
の
新
た
な
関
連
づ
け
を
構
想
す
る
基
礎
づ
け
の

論
と
し
て
、
　
「
発
達
」
を
教
育
的
に
論
ず
る
可
能
性
を
ひ
ら
く
も
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の
で
あ
ろ
う
。
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