
言
語
學
習
に
於
け
ソ
る
類
似
性
の
問
題

梅

本

夫

　
類
似
性
は
経
験
が
獲
得
さ
れ
罷
制
化
さ
れ
る
時
に
働
ら
く
最
も
重
要
な
要
因
で
あ
る
。
個
膿
に
経
験
が
與
え
ら
れ
た
場
合
、
類
似
し
た

経
験
は
ま
と
め
ら
れ
異
な
っ
た
経
験
は
別
け
ら
れ
て
、
盃
鰹
と
し
て
最
も
よ
い
形
態
に
燈
制
化
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
類
似
性
と
學

智
と
の
黒
雲
は
箪
に
経
験
の
獲
得
と
い
う
面
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
渦
去
の
経
験
を
必
要
な
時
に
再
生
し
、
活
用
す
る
場
合
に
働
ら
く

重
要
な
要
因
も
類
似
性
で
あ
る
。
學
習
訓
蒙
は
籠
る
意
味
に
於
て
は
～
つ
の
課
題
歌
況
で
あ
る
。
學
習
を
要
求
さ
れ
た
高
野
は
そ
の
個
膿

の
所
有
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
動
鐵
し
て
學
習
状
況
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
場
合
に
過
去
の
経
験
の
ど
れ
で
も
が
で
た
ら
め

に
再
生
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
個
膿
が
現
在
置
か
れ
て
い
る
、
そ
の
學
習
猷
況
と
類
似
し
た
愚
去
の
押
字
に
起
つ
た
経
験
が
再
生
さ
れ
て

學
暫
活
動
に
滲
興
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
こ
の
よ
う
に
類
似
性
は
種
み
の
面
か
ら
里
馬
と
關
記
し
て
い
る
故
に
、
昔
か
ら
数
多
く
の
研
究
が
こ
れ
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
わ
り
に
問
題
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
類
似
性
の
問
題
が
非
常
に
複
雑
な
も
の
で
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
の
現
象
と
關
蓮
を
持
っ

て
い
る
た
め
に
、
黙
然
と
し
た
解
決
が
な
さ
れ
難
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
小
論
も
、
複
灘
な
類
似
性
の
聞
類
に
影
響
な
結
論
を
興
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
展
望
し
て
み
て
、
問
題
の
所
准
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
示
唆
を
得
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。

類
似
性
の
パ
ラ
ー
3
ッ
ク
ス
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聯
繊
麟
獄
職
窺
　
　
飾
鞘
「
悶
U
胃
n
臓
エ
T
…
騨
紳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
脚
O

　
費
験
心
理
學
の
歴
皮
の
上
で
類
似
性
が
最
も
問
題
に
さ
れ
た
の
は
後
退
禁
止
（
…
糊
向
掬
制
、
H
Φ
霞
。
鋤
。
餓
く
⑦
貯
鷺
ぼ
瓢
。
謬
）
の
研
究
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

て
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
後
退
禁
止
と
は
・
、
ミ
ラ
ー
O
●
国
．
自
転
国
論
と
ピ
ル
ツ
轟
ッ
、
カ
ー
》
●
℃
認
N
Φ
o
脚
Φ
触
の
見
掛
し
た
現
象
（
一

九
〇
〇
）
で
あ
り
、
一
つ
の
學
習
に
引
墨
い
て
他
の
心
的
作
業
を
行
う
場
合
に
、
前
の
學
習
に
圏
す
る
再
生
能
卒
が
低
下
す
る
こ
と
で
あ

る
。
彼
ら
は
、
無
意
味
昔
節
系
列
を
予
習
し
た
後
に
、
他
の
系
列
を
同
様
に
學
篤
し
た
場
合
と
、
第
二
系
列
の
學
暫
を
し
な
い
で
休
葱
し

た
場
合
に
つ
い
て
、
6
分
後
の
第
一
系
列
の
再
生
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
休
憩
を
し
た
場
合
の
方
が
よ
く
樽
生
さ
れ
た
。
し
か
し
ミ
ュ
ラ

ー
ら
は
、
こ
の
時
、
後
退
禁
止
が
材
料
の
類
似
に
よ
っ
て
起
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後
腰
作
業
の
精
彩
緊
張
に
よ
っ
て
、
前
作
業
の

蓮
合
筆
定
、
す
な
わ
ち
固
執
傾
向
が
妨
げ
ら
れ
る
た
め
に
起
る
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
翠
帳
が
固
定
す
る
過
程
を
大
鵬
の
興
奮
の
定
蒲
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

な
ぞ
ら
え
て
、
そ
れ
は
時
習
を
要
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
ド
キ
ャ
ソ
プ
9
国
●
U
①
O
皇
。
ヨ
切
（
一
九
一
五
）
、
　
ロ
ビ
ン

（
ヨ
）

ソ
ソ
国
．
Q
り
．
幻
。
σ
ぎ
ω
o
謬
（
一
九
二
〇
）
な
ど
の
研
究
で
、
材
料
が
異
な
っ
た
り
、
作
業
形
式
が
異
な
る
よ
う
な
後
門
和
習
は
前
學
覆
の

、
再
生
を
殆
ど
妨
害
し
な
い
こ
と
が
分
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
第
一
學
暫
ど
第
二
學
智
と
の
類
似
性
が
後
退
禁
止
の
圭
要
因
で
あ
る
こ
と
が

分
つ
た
の
で
あ
る
Q

　
し
か
し
類
似
し
て
い
る
ほ
ど
禁
止
効
果
が
大
き
い
と
い
う
論
蝶
を
推
し
進
め
て
行
く
と
、
極
度
に
頚
帯
し
て
い
る
時
に
禁
止
は
最
も
甚

し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
極
度
の
類
似
と
い
え
ば
結
局
同
一
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
そ
し
て
同
一
の
場
合
は
一

つ
の
予
習
を
前
後
一
一
同
く
り
か
え
し
た
こ
と
に
な
り
、
練
習
効
県
に
よ
っ
て
再
生
能
率
は
上
昇
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
費
験
す

る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
類
似
性
と
共
に
禁
止
効
柔
が
塘
大
し
た
極
限
に
非
常
な
學
習
促
進
が
あ
る
こ
と
に
な
り
こ
こ
に
パ
ラ

ー3

b
ク
ス
が
生
じ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

　
し
か
し
常
に
顛
似
性
の
重
大
に
從
っ
て
禁
止
作
用
も
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
か
Q
一
九
二
五
年
、
ス
キ
ャ
ッ
グ
ス
は
5
人
の
被
験
碧
に

チ
ェ
ス
の
駒
の
配
置
を
記
憶
さ
せ
、
後
績
作
業
と
し
て
は
ω
チ
ェ
ス
の
駒
の
異
な
る
配
膳
の
記
憶
働
チ
ェ
ス
盤
と
同
鍍
の
膜
調
を
も
つ
た

紙
に
ボ
タ
ン
等
を
配
置
し
た
も
の
の
記
憶
纈
加
算
叉
は
婚
前
ゆ
風
景
雀
の
記
憶
等
の
四
種
を
用
い
て
賢
験
し
た
と
こ
ろ
、
大
膿
類
似
し
て
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い
る
作
業
ほ
ど
禁
止
が
甚
し
い
こ
と
を
見
出
し
た
。
（
錯
誤
敏
は
峰
件
ω
一
三
・
〇
五
ω
九
・
二
四
五
九
・
七
五
ゆ
七
・
一
）
　
と
こ
ろ
が

岡
じ
く
前
作
業
が
チ
ェ
ス
の
駒
の
配
置
で
あ
っ
て
も
、
後
続
作
業
と
し
て
ω
駒
を
…
塵
割
又
は
二
面
調
だ
け
ず
ら
せ
た
も
の
の
記
憶
吻
同

じ
場
駈
に
異
な
っ
た
駒
を
配
置
し
た
も
の
の
記
憶
纈
全
然
新
し
い
配
置
の
三
種
を
用
い
て
貸
験
し
た
と
こ
ろ
、
顛
心
性
の
低
い
も
の
ほ
ど

禁
止
が
著
し
い
こ
と
を
見
出
U
た
。
（
錯
誤
数
は
、
衝
八
・
○
八
②
九
・
四
醐
一
一
・
七
）
　
こ
の
結
果
を
見
る
と
前
の
賢
験
で
は
類
似
性
が

多
い
程
妨
害
さ
れ
た
の
に
、
後
の
賢
験
で
は
類
似
性
が
少
な
い
ほ
ど
妨
害
効
果
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
ス
キ
ャ
ッ
グ
ス
は
こ
れ
ら
の
事
賢

か
ら
、
薫
る
程
度
ま
で
は
類
似
性
が
大
で
あ
る
ほ
ど
禁
止
効
果
は
大
き
く
な
る
が
、
或
る
勲
を
煽
ぎ
れ
ぽ
次
第
に
禁
止
効
果
は
減
少
し
、

CBA

二
超
。
の
凝
鮒
O
h
o
賃
の
噌
り
五
言

欝
語
學
響
に
於
け
る
類
似
挫
の
閻
題

Degree　of　sifnilarity－discending　scale

第1瞳！Skaggs－Robinsonの假設曲線

類
似
の
極
限
で
あ
る
同
一
に
行
け
ば
、
逆
に
促
進
効
果
が
爵
る
と
考
え
、
そ
れ
を
曲

線
で
あ
ら
わ
し
た
。

　
皿
ビ
ソ
ゾ
ソ
は
ス
キ
ャ
ッ
グ
ス
の
禁
止
と
張
化
の
曲
線
を
藩
干
修
正
し
て
再
生
効

率
の
曲
線
と
し
た
。
（
錦
－
潤
）
こ
れ
が
普
通
ス
キ
ャ
ッ
グ
ス
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
曲
線
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
ス
キ
ャ
ッ
グ
ス
の
2
賢
験
が
、
こ
の
曲
線
の

左
右
野
牛
を
別
々
の
條
件
と
し
て
と
り
あ
げ
て
、
一
つ
の
賢
験
條
件
の
中
に
組
み
込

ま
れ
て
い
な
い
と
輩
・
こ
の
曲
線
養
誰
す
る
よ
う
な
三
脚
を
行
つ
だ
二
九
二

七
）
o
す
な
わ
ち
記
憶
零
下
法
で
8
個
の
子
普
を
親
畳
的
に
順
次
呈
示
し
て
直
後
再

生
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
系
列
の
前
傘
の
4
佃
を
第
一
系
列
、
後
孚
4

個
を
第
二
系
列
と
考
え
、
前
牛
と
後
傘
の
類
似
度
を
、
同
一
の
子
晋
の
反
復
数
を
湘

減
し
て
5
段
階
に
墾
化
し
た
。
結
果
は
し
か
し
嶽
ビ
ン
ソ
ン
の
豫
想
に
反
し
類
似
度

が
少
な
い
ほ
ど
樽
生
は
下
る
一
方
で
、
再
生
率
の
上
昇
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
◎
こ
れ

を
驚
畳
的
に
各
子
音
2
秒
ず
つ
呈
示
し
て
も
岡
様
で
あ
っ
た
（
被
験
考
は
二
〇
人
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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ハ
瓢

68
4
　
　
談
た
子
昔
を
一
二
個
に
増
加
し
て
費
験
し
て
も
殆
ど
墾
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
質
ビ
ン
ソ
ン
・
ス
キ
ャ
ッ
グ
ス
の
こ
の
假
詮
と
論
蔵
は
こ
の
後
ず
っ
と
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
一
に
破
の
費
験
が
そ
の
假

　
　
読
と
合
致
し
な
か
っ
た
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
假
設
が
誤
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
冷
色
智
と
後
學
習
の
同
一
の
時

　
　
に
最
も
練
脅
効
果
が
あ
り
、
垂
然
別
の
時
に
は
影
響
が
な
い
と
す
れ
ば
、
彼
の
示
し
た
よ
う
な
曲
線
が
理
論
的
に
考
え
ら
れ
る
の
は
一
慮

　
　
は
當
然
の
よ
う
で
あ
り
、
別
に
誤
っ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
Q
と
す
れ
ぽ
彼
の
賢
験
が
適
當
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
Q
ど
ん

　
　
な
黙
が
不
適
當
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
原
因
と
し
て
ま
ず
第
一
に
彼
が
賢
験
條
件
と
し
て
操
作
し
た
類
似
性
の
幅
が
大
釜
狭
か

　
　
つ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
最
も
類
似
し
て
い
な
い
場
合
と
い
え
ど
も
a
b
c
d
に
古
し
て
g
h
i
j
で
、
ア
ル
フ
ア
ベ
ッ
｝
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
　
い
う
勲
で
ま
だ
類
似
し
て
い
る
と
も
い
え
る
Q
ハ
ー
デ
ン
い
・
寓
・
口
9
。
a
o
口
（
一
九
二
九
）
は
こ
の
黙
を
と
り
あ
げ
、
最
大
類
似
を
a
わ

　
　
c
d
e
f
g
h
と
し
、
最
小
類
似
を
a
b
G
d
1
2
3
4
と
い
う
よ
う
に
、
数
宇
を
混
ぜ
て
類
似
度
を
操
作
し
た
費
験
を
行
な
っ
た
。
結

　
　
果
は
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
は
蓮
に
、
高
然
類
似
し
て
い
な
い
数
宇
4
個
を
後
牛
に
も
っ
て
い
る
場
合
が
一
番
よ
く
、
そ
の
他
は
大
差
が
な
か
つ

　
　
た
Q
こ
こ
で
も
ロ
ビ
ン
ゾ
ソ
の
曲
線
を
一
つ
の
實
験
で
垂
部
検
讃
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
同
様
の
賢
験
で
も
つ
と
包
括
的
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

　
　
を
一
九
四
一
年
ケ
ネ
リ
イ
臼
・
≦
．
国
①
口
p
①
離
鴇
は
猶
な
っ
て
い
る
。
彼
は
篇
ビ
ン
ソ
ン
や
ハ
ー
デ
ン
よ
り
も
、
も
っ
と
長
い
系
列
（
一

　
　
二
項
や
一
六
項
）
を
用
い
、
類
似
度
も
曲
者
の
・
賢
験
三
面
の
一
つ
に
ま
と
め
、
か
つ
前
牛
の
系
列
と
後
牛
の
系
列
の
闇
に
少
し
聞
隔
を
あ

　
　
け
て
賢
験
し
た
。
し
か
し
結
果
は
類
似
度
が
減
少
す
る
と
共
に
再
生
寧
は
下
り
、
垂
然
異
な
っ
た
時
に
や
や
上
昇
し
て
い
た
が
大
差
は
な

　
　
く
、
獄
ビ
ン
ソ
ン
の
曲
線
が
全
面
的
に
得
ら
れ
だ
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ケ
ネ
ー
ー
・
i
自
身
は
こ
の
綜
果
に
面
し
て
、
こ

　
　
れ
で
も
ま
だ
類
似
度
の
鎚
化
域
が
充
分
で
な
い
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
雷
魚
，
が
い
ず
れ
も
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
曲
線
を
楡
期
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
原
因
は
、
以
上
の
結
果
を
見
て
も
分
る
よ
う

　
　
に
、
畢
に
類
似
性
蔓
化
の
幅
の
狭
さ
だ
け
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
費
験
に
弓
丈
の
や

　
　
り
方
、
す
な
わ
ち
記
憶
範
疇
法
を
用
い
、
同
一
要
素
の
敷
を
櫓
減
し
て
類
似
度
を
操
作
す
る
や
り
方
自
髄
に
制
限
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
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う
か
。
類
似
度
は
翠
に
共
通
要
素
の
み
で
規
定
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
　
む
し
ろ
現
賢
の
生
活
で
は
、
類
似
と
い
え
ば
意
味
の
類
似
を

指
す
場
合
が
多
い
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
す
で
に
マ
ギ
ュ
ー
｝
．
》
●
窯
o
O
Φ
o
o
渉
が
一
九
三
一
弓
弩
來
、
そ
の
門
下
と
共
に
多
く
の
畳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
“
自
）

駿
を
行
な
っ
て
い
る
。
　
一
九
三
一
年
に
は
マ
ギ
ュ
ー
と
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
毛
。
↓
．
寓
o
U
§
p
δ
峯
は
形
察
詞
の
同
義
語
、
反
封
語
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ほ
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
零
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
三
五
年
に
は
マ
ギ
ュ
ー
と
マ
キ

て
、
一
九
三
三
年
に
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
U
・
蜜
．
｝
o
げ
謬
ω
O
ロ
が
抽
象
名
詞
と
そ
の
同
義
語
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ご

ソ
ニ
イ
男
」
≦
o
円
ぎ
コ
①
団
が
形
容
詞
と
そ
の
岡
義
語
に
つ
い
て
、
類
似
性
の
効
果
を
み
た
。
い
ず
れ
も
系
列
學
習
で
あ
る
、
一
九
三
七
年

に
は
封
連
合
學
習
で
形
容
詞
の
同
義
語
の
影
響
を
見
て
い
る
。
い
ず
れ
も
皿
ビ
ン
ソ
ン
と
は
反
論
に
類
似
度
が
高
い
ほ
ど
禁
止
効
果
は
大

き
く
な
っ
て
い
る
。

　
一
方
類
似
性
の
聞
落
と
い
え
ば
、
丁
度
平
話
反
射
の
立
場
で
研
究
さ
れ
て
い
る
汎
化
、
分
化
の
理
論
が
、
こ
れ
と
關
蓮
が
あ
り
役
立
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嵩
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
趣
顎
）

は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
立
場
か
ら
の
．
研
究
は
一
九
三
〇
年
頃
か
ら
新
パ
ブ
獄
フ
學
派
と
呼
ば
れ
る
ハ
ル
O
・
い
．
出
会
に
や
ス
ペ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

国
．
≦
ド
ω
O
①
ロ
。
Φ
な
ど
に
よ
っ
て
、
次
第
に
進
め
ら
れ
、
理
論
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。
　
こ
の
立
場
の
影
響
を
受
け
た
ギ
ブ
ソ
ン
国
．
｝
・

O
旨
ω
§
は
一
九
四
〇
年
汎
化
と
分
化
の
概
念
を
適
用
し
て
言
語
學
習
の
諸
現
象
を
論
明
し
よ
う
と
し
た
。
條
件
反
射
で
は
飼
よ
り
も

ま
ず
刺
激
と
愚
慮
が
顧
別
さ
れ
る
。
罐
詰
の
類
似
性
の
問
題
の
研
究
は
殆
ど
そ
の
匪
別
が
明
瞭
で
な
く
、
系
列
學
層
的
な
研
究
が
多
か
っ

た
。
ギ
ブ
ソ
ン
は
大
器
反
騰
が
同
一
の
場
合
に
は
系
列
聞
の
刺
激
の
汎
化
に
慮
じ
て
促
進
が
塘
大
し
、
反
慮
が
異
な
る
時
に
は
刺
激
の
汎

化
に
慮
じ
て
妨
害
作
用
が
増
大
す
る
の
で
は
な
い
か
と
、
理
論
的
に
豫
想
し
た
。

　
こ
の
理
論
は
刺
激
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
深
く
検
討
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
ま
で
の
後
退
禁
止
や
韓
移
の
費
験
か
ら
も
肯
け
る
こ
と
で

あ
る
が
、
反
慮
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
深
い
考
慮
が
携
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
講
説
學
習
で
の
類
似
で
な
く
反
磁
の
場
合
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ム
　
ご

も
何
も
敦
え
る
所
が
な
い
Q
そ
こ
で
こ
の
里
下
語
の
類
似
の
検
…
討
を
行
な
う
た
め
一
九
四
六
年
に
オ
ス
グ
ッ
ド
O
●
国
●
O
q
o
ゆ
q
o
o
価
は
封

蓮
合
學
智
に
着
て
第
二
學
習
の
反
言
語
が
、
第
一
學
碧
の
そ
れ
と
類
似
、
惑
者
、
無
漏
係
の
場
合
に
つ
い
て
賢
験
，
を
行
な
っ
た
。
刺
激
語

は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
2
字
で
反
難
語
は
形
容
詞
を
用
い
、
　
一
系
列
は
、
一
五
封
よ
り
な
る
。
強
化
調
憲
法
に
よ
り
各
封
を
均
等
に
強
化
し
、

　
　
　
舜
隣
甑
闘
樫
碧
に
於
け
る
，
灘
隅
似
性
の
㎜
回
雌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
薫
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哲
學
鋳
兜
第
四
再
四
＋
「
號
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
六
曜

一
同
完
全
學
脅
さ
せ
た
。
結
果
は
後
退
禁
止
、
前
進
禁
止
と
も
に
類
似
條
件
で
髄
に
促
進
が
見
ら
れ
、
反
蟹
語
と
無
關
係
語
と
の
間
に
は
殆

ど
差
が
な
か
っ
た
。
オ
ス
グ
ッ
ド
は
ま
た
反
封
語
と
類
似
語
の
張
化
の
關
係
を
詮
明
す
る
た
め
、
或
る
君
語
に
つ
い
て
強
化
を
行
う
と
同

時
に
そ
の
職
封
語
に
つ
い
て
負
の
強
化
す
な
わ
ち
禁
止
が
成
立
す
み
と
い
う
相
互
禁
止
穏
Φ
o
弼
N
o
o
巴
貯
慧
菖
無
。
ご
の
群
言
を
操
出
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
彼
の
資
料
か
ら
み
て
も
充
分
根
鑛
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
は
雷
え
な
い
。
し
か
し
オ
ス
グ
ッ
ー
3
は
こ
れ
ら
の
賢
験
の
結
果

　
　
　
　
　
　
　
　
な
ご

を
綜
合
し
て
一
九
四
九
年
類
似
性
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
一
つ
の
解
決
方
法
を
考
え
た
。
彼
の
言
う
所
に
よ
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
凝
望
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
究
は
刺
激
愚
論
の
帯
化
と
反
慮
條
件
の
縫
化
を
混
合
し
て
含
む
た
め
に
分
析
が
充

　
　
　
　
　
　
　
亀
斗

　
　
　
　
　
　
　
！
、

ノK，

！尺5

．RN

ノ
’

’
’

　
’

　
’

　
ノ

　尺。
一

十

O

Ss

S

第2圏Osgoodのllll面
1　・＝　identical　Sコsimilar

A＝＝antagonistic

S＝＝stimulus　R＝＝response

N一一neutral　O＝opposite

分
で
き
て
い
な
い
。
ギ
ブ
ソ
ン
が
は
じ
め
て
明
瞭
に
腿
別
し
て
考
え
た
が
、
そ
の
理

論
に
も
反
慮
條
件
が
充
分
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
不
充
分
な
黙
が
あ
る
。
そ
こ

で
反
慮
條
件
の
類
似
性
の
蓮
績
的
な
攣
化
も
考
慮
に
入
れ
、
併
せ
て
從
來
の
諸
結
果

を
綜
合
し
て
、
彼
は
三
次
元
の
グ
ラ
フ
の
中
に
韓
移
や
後
退
作
用
の
現
象
を
圃
式
化

し
た
。
（
錦
2
圃
）
こ
れ
に
よ
る
と
ま
ず
刺
激
が
同
一
で
反
慮
も
同
一
の
時
に
最
大
の

促
進
効
果
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
反
慮
が
類
似
性
を
減
少
し
て
無
關
係
、
反
謝
、
矛
盾
と

な
る
に
つ
れ
て
禁
止
効
果
が
塘
大
す
る
。
一
方
、
反
慮
が
同
一
の
時
は
刺
激
が
類
似

性
を
壌
渇
す
る
ほ
ど
促
進
効
果
は
あ
が
る
が
、
反
磨
が
反
饗
ま
た
は
矛
盾
關
係
に
あ

る
時
は
、
刺
激
語
の
類
似
性
が
壇
大
す
る
ほ
ど
禁
止
は
大
き
く
な
る
と
い
う
こ
と
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
マ
ギ
ュ
ー
や
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
研
究
の
よ
う
に
、
箪

純
に
類
似
性
が
塘
大
す
れ
ぽ
禁
止
が
増
大
又
は
減
少
す
る
と
い
う
理
論
よ
り
は
、
こ

の
國
式
は
一
歩
前
進
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
彼
の
圃
式
に
い
ろ
い
ろ
不
備

な
鮎
の
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
後
、
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
第
一
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に
反
慮
語
の
み
に
反
封
、
矛
盾
閥
係
を
導
入
し
て
刺
激
の
方
で
問
題
に
し
な
い
の
は
お
か
し
い
。
ま
た
刺
激
が
異
な
る
時
に
反
縦
隊
の
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
扁
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愈
∂

似
性
が
攣
化
し
て
も
促
進
禁
止
効
果
に
攣
り
が
な
い
と
い
う
こ
の
圃
式
は
、
ブ
リ
ユ
ー
ス
幻
・
≦
・
⇔
ご
讐
。
Φ
や
竹
本
ら
の
都
移
の
研
究
か

ら
み
て
も
鰯
費
で
な
い
。
こ
の
圃
式
の
曲
面
の
申
で
、
具
膿
的
に
資
料
の
あ
る
の
は
一
部
分
で
あ
り
、
オ
ス
グ
ッ
ド
自
身
が
簡
箪
に
勲
を

結
凝
し
て
線
を
作
っ
た
部
分
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
Q
そ
れ
に
現
に
彼
自
身
の
費
験
結
県
か
ら
み
て
も
反
慮
語
の
反
封
と
無
線
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
C
。
。
）

と
は
ど
ち
ら
が
禁
止
が
多
い
と
も
言
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
石
原
、
賀
集
（
一
九
五
二
）
の
賢
験
し
た
所
に
よ
る
と
反
封
條
件

は
む
し
ろ
類
似
義
挙
と
同
じ
く
ら
い
の
．
再
生
率
が
あ
り
、
か
つ
オ
ス
グ
ッ
ド
の
よ
う
な
類
似
に
よ
る
促
進
は
み
ら
れ
ず
、
禁
止
が
秘
隠
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き
　

よ
り
も
少
な
い
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
。
更
に
賀
集
（
一
九
五
五
）
は
反
慮
語
の
反
射
開
係
を
高
め
る
と
類
似
關
係
を
高
め
た
と
同
じ
効

果
の
あ
る
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
。
ま
た
後
退
禁
止
と
學
暫
田
無
と
を
一
つ
の
幽
式
に
ま
と
め
る
の
に
も
未
だ
無
理
が
あ
り
、
學
習
縛
移

は
概
し
て
後
退
禁
止
よ
り
も
一
般
的
な
練
習
効
果
に
よ
っ
て
促
進
的
に
出
る
場
合
が
多
い
。

　
オ
ス
グ
ッ
ド
の
理
論
を
假
り
に
認
め
た
と
し
て
も
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
曲
線
は
そ
の
何
虞
か
へ
位
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が

オ
ス
グ
ッ
ド
の
曲
面
の
ど
こ
を
切
っ
て
も
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
よ
う
な
曲
線
は
禺
て
斜
な
い
Q
だ
か
ら
依
然
と
し
て
「
類
似
性
の
パ
ラ
ド
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　

ス
」
は
淺
さ
れ
て
い
る
と
雷
っ
て
も
過
雷
で
は
な
い
Q
リ
ッ
チ
ー
寓
G
ド
．
幻
醤
。
冨
。
（
一
九
五
五
）
は
こ
の
問
題
を
再
び
と
り
あ
げ
、
特

に
こ
れ
ま
で
隠
里
方
法
上
の
中
毒
が
見
逃
さ
れ
て
い
る
黙
を
指
摘
し
た
。
　
す
な
わ
ち
普
通
の
後
退
禁
止
の
費
験
に
用
い
ら
れ
る
A
お
A

（
第
一
學
習
、
第
二
号
習
、
第
唱
樽
學
習
）
と
い
う
賢
熟
計
叢
で
は
、
被
験
者
は
A
と
8
と
を
明
瞭
に
辮
話
す
る
必
要
が
あ
り
、
再
學
轡

で
は
A
と
B
の
中
で
A
と
い
う
反
慮
だ
け
が
正
し
い
と
さ
れ
る
よ
う
な
翌
翌
聖
王
に
置
か
れ
る
。
と
こ
ろ
が
類
似
の
極
限
と
考
え
ら
れ
て

い
る
審
態
、
す
な
わ
ち
A
A
A
で
は
、
被
験
者
は
第
一
撃
習
の
A
と
第
二
學
習
の
A
と
を
辮
黙
す
る
必
要
は
な
く
、
い
や
む
し
ろ
黒
戸
は

不
可
能
で
あ
り
、
再
學
智
の
時
の
思
懸
は
第
一
學
習
の
A
で
も
第
二
學
習
の
A
で
も
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
Q
だ
か
ら
A
8
A
と
A
A
A
の

費
験
昏
昏
は
根
本
的
に
別
の
艶
態
で
あ
り
、
こ
れ
を
蓮
綾
し
た
難
件
蔓
化
の
中
で
操
作
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
賢
験

は
ま
さ
に
こ
の
黙
で
無
理
が
あ
っ
た
の
だ
と
難
い
た
Q
リ
ッ
チ
ー
の
こ
の
批
劇
は
脇
起
震
過
さ
れ
て
い
た
賢
験
方
法
上
の
問
題
を
と
り
あ

　
　
　
菅
獄
慌
順
壌
暫
に
晶
於
け
る
灘
M
似
性
の
問
…
雌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
ハ
玉
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折
口
趣
Ψ
盟
鮒
究
　
　
第
四
ρ
百
四
［
十
【
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
或
朝
焼
ハ

げ
た
黙
で
意
義
が
あ
る
が
、
二
つ
の
別
な
要
困
を
輩
に
別
と
し
て
分
け
た
だ
け
で
、
そ
の
間
の
關
係
を
求
め
る
積
極
的
な
提
案
を
し
て
い

な
い
鮎
に
、
ま
だ
不
充
分
な
所
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
方
法
論
的
な
肴
鉢
が
こ
の
類
似
性
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
機
器
考
え
ら
れ
て
よ
い
こ
と
で
、
す
で
に
記
憶

範
幽
法
や
封
連
合
學
習
で
な
く
、
カ
ー
ド
分
類
法
な
ど
に
よ
っ
て
實
験
し
た
時
に
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
曲
線
と
殆
ど
合
致
す
る
よ
う
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⇔
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
O
）

が
得
ら
れ
て
い
る
。
雷
語
學
習
以
外
の
類
似
性
三
尊
と
し
て
は
一
九
三
三
年
ド
ラ
イ
ス
6
．
跨
●
U
吋
Φ
凶
の
や
ジ
ェ
ソ
ジ
ェ
レ
リ
○
・
》
・
O
①
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謎
（
【
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

ぴq

K
Φ
厳
（
一
九
三
四
）
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
肯
定
的
紬
果
で
は
な
い
Q
　
し
か
し
一
九
三
八
年
ワ
｝
ソ
ソ
切
・
♂
＜
鋤
霊
。
譜

が
大
縞
生
鮮
〇
人
に
カ
…
ド
分
類
を
や
ら
ぜ
た
實
験
で
は
大
盤
鷺
ビ
ン
ソ
ン
の
曲
線
に
近
い
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。
分
類
箱
は
全
部
で

一
六
箱
で
、
第
一
作
業
、
第
二
作
業
、
再
審
習
を
や
る
場
合
、
第
一
第
二
作
業
の
聖
書
を
、
分
類
箱
の
位
謎
が
詞
唱
位
置
か
ら
、
四
箱
、

八
箱
、
一
工
箱
、
歪
部
と
攣
更
し
、
更
に
そ
の
上
カ
ー
ド
の
刺
激
の
二
桁
の
数
字
を
同
製
に
文
字
に
漸
次
攣
更
し
て
、
類
似
性
の
條
件
を

操
作
し
た
。
結
果
は
カ
ー
ド
箱
の
位
置
の
類
似
性
が
減
少
す
る
に
つ
れ
て
禁
止
が
塘
怪
し
、
糎
限
を
過
ぎ
て
刺
激
の
数
字
が
次
第
に
文
宇

に
攣
更
さ
れ
る
と
逆
に
禁
止
は
減
少
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
大
膿
翼
ビ
ン
ソ
ン
の
曲
線
の
逸
り
の
結
果
が
得
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
Q

　
（
註
［
）
　
1
3
ラ
イ
ス
は
置
換
検
査
を
耀
い
て
貨
駒
し
た
が
、
結
呆
は
封
照
群
と
し
て
の
休
憩
旅
件
の
成
績
か
、
類
似
性
の
藻
件
機
動
に
よ
る
成
績
の
中
位

　
　
　
　
に
來
て
い
る
。
言
い
か
え
る
と
、
傘
分
は
促
慈
と
な
り
、
軍
器
は
趣
粋
士
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
結
…
朱
を
ド
ラ
イ
ス
は
條
件
的
に
呉
な
る
憂
数
が
滲

　
　
　
　
翻
し
た
た
め
に
よ
る
と
解
無
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
恐
ら
く
ロ
ビ
ン
ソ
ン
曲
線
が
｝
聾
数
の
問
題
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
最
初
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
こ
こ
で
も
ま
た
間
題
に
な
る
の
は
カ
～
ド
の
箱
の
位
置
の
墾
更
と
刺
激
の
同
一
要
素
の
墾
更
と
同
じ
類
似
性
の
次
元
に
み
て
も

よ
い
だ
ろ
う
か
Q
前
蔚
は
圭
と
し
て
反
撃
の
類
似
性
に
關
馴
し
、
後
考
は
刺
激
の
類
似
性
に
關
遷
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
再

び
オ
ス
グ
ッ
ド
の
刺
激
反
選
別
に
よ
る
類
似
性
の
考
え
方
と
、
リ
ッ
チ
ー
の
方
法
論
的
批
判
と
の
爾
者
を
恩
い
合
せ
て
み
よ
う
。
リ
ッ
チ

…
の
A
払
A
を
類
似
し
て
い
な
い
極
限
、
A
A
A
を
類
似
の
極
限
の
岡
一
と
考
え
れ
ば
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
曲
線
の
丁
度
繭
端
が
こ
れ
に
當

る
。
そ
し
て
リ
ッ
チ
ー
は
こ
の
爾
端
が
金
然
別
の
事
態
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
る
と
皿
ビ
ン
ソ
ン
の
曲
線
も
左
右
別
の
二
曲
線
か
ら
合



成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
費
際
よ
く
考
え
て
み
る
と
全
然
類
似
し
て
い
な
い
か
ら
都
合
が
よ
い
と
い
う
場
合
と
、
な
る
べ
く
類
似

し
て
い
た
方
が
都
合
が
よ
い
と
い
う
場
含
と
は
意
味
が
異
な
る
こ
と
が
分
る
Q
前
者
は
類
似
し
て
い
る
と
そ
の
聞
の
欝
欝
が
園
難
で
混
織

を
起
し
易
い
か
ら
と
い
う
意
味
で
刺
激
に
關
著
し
た
こ
と
で
あ
る
し
、
後
者
は
前
に
行
な
っ
た
行
動
と
類
似
し
た
行
動
で
な
る
べ
く
濟
ま

せ
ら
れ
る
な
ら
都
合
が
よ
い
と
い
う
意
味
で
反
響
に
關
謝
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
だ
か
ら
皿
ビ
ソ
ソ
ン
の
曲
線
の
左
配
分
は
反

感
の
類
似
性
に
要
し
た
曲
線
で
あ
り
、
右
黒
雲
は
刺
激
の
類
似
性
に
關
し
た
曲
線
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
Q
こ
れ
は
後
配
す
る
よ
う

　
　
　
る
ほ
　

に
既
に
森
川
の
指
摘
し
た
所
で
あ
り
、
彼
は
こ
れ
を
習
得
學
脅
の
曲
線
と
緋
別
事
碧
の
曲
線
と
み
な
し
、
髄
者
を
熟
知
性
に
後
者
を
類
似

性
に
關
係
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
名
樗
の
適
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
今
ま
で
通
覧
し
た
多
く
の
研
究
が
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
提
唱
し
た
曲
線
を

一
つ
の
蓮
暫
し
た
曲
線
と
し
て
疑
わ
ず
、
質
験
的
操
作
を
直
接
に
こ
の
曲
線
の
座
、
標
に
封
慮
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
無
理
が
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
　
類
似
性
の
諸
次
元
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こ
れ
ま
で
蓮
べ
て
來
た
い
ろ
い
ろ
の
雲
腸
を
見
る
と
、
そ
の
類
似
性
と
等
し
て
い
る
も
の
の
種
類
が
非
常
に
多
く
、
そ
の
間
に
理
論
的

な
統
一
が
な
く
難
然
と
し
た
印
象
を
受
け
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
Q
し
か
し
元
來
類
似
性
は
あ
ら
ゆ
る
審
象
に
適
用
で
き
る
概
念
で
あ

り
、
明
確
な
分
類
と
い
う
も
の
は
殆
ど
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
如
何
に
多
く
の
類
似
性
が
存
在
し
て
い
る
か
は
次
の
例
で
も
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

例
え
ば
知
畳
的
な
．
次
元
に
つ
い
て
の
み
考
え
て
も
、
醍
畳
酌
な
墨
形
の
類
似
（
ギ
ブ
ソ
ン
）
、
色
の
類
似
（
ギ
ャ
ニ
エ
労
●
蜜
●
○
簿
瞼
口
ひ
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
導
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
・
筏
）

鳥
類
的
な
音
高
の
類
似
（
ホ
ブ
ラ
ン
ー
3
0
。
困
。
】
両
O
く
一
早
出
伽
）
、
調
性
の
類
似
、
音
色
の
類
似
、
上
底
の
類
似
（
ラ
ズ
ラ
ン
○
●
国
●
聞
鋤
N
轟
灘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

其
他
）
等
が
あ
る
。
あ
る
い
は
複
雑
な
方
法
上
の
類
似
、
活
動
の
類
似
、
運
動
、
動
作
の
類
似
、
態
度
や
原
理
の
類
似
（
カ
ト
ナ
ρ

図
導
。
ロ
鋤
）
等
が
費
駒
塗
激
と
し
て
こ
れ
ま
で
操
作
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
非
常
に
食
い
意
味
で
卜
え
ば
、
後
退
禁
止
で
類
似
性
と
発
然
別

の
次
元
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
學
習
率
（
反
復
同
数
）
の
顯
で
も
、
第
一
學
智
と
第
二
學
暫
と
が
類
似
し
て
い
る
方
が
禁
止
が
強
い
と
い

　
　
　
鰹
臓
瓢
照
怨
喫
暫
に
於
け
る
細
蝋
似
牲
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
ハ
セ
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哲
畢
研
究
第
圏
買
四
＋
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ヨ

う
よ
う
に
、
こ
の
・
甲
に
含
め
て
考
え
ら
れ
る
（
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
切
．
H
．
¢
三
山
Φ
『
毛
O
O
伽
と
シ
ュ
ー
ン
ピ
●
闘
噸
目
ぴ
溢
質
⑦
）
、
　
次
に
こ
れ

ら
の
類
似
性
の
諸
次
元
の
中
か
ら
特
に
問
題
に
な
る
も
の
を
と
り
上
げ
て
論
じ
て
行
き
た
い
。

　
ω
　
要
素
の
類
似
性
と
全
鰹
の
類
似
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
類
似
性
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
健
気
に
う
つ
し
た
時
に
、
前
系
列
と
後
系
列
の
同
一
要
素
の
数
を
増
減
し
て
類
似
性
を
操

　
　
　
　
　
　
　
　
な
ご

作
し
た
◎
ソ
ー
ン
ダ
イ
ク
淘
●
い
・
↓
ぴ
O
塊
難
畠
鋳
Φ
も
學
奏
上
移
の
麗
論
と
し
て
は
有
名
な
岡
一
要
素
詮
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
蓮

含
心
理
學
の
流
れ
を
汲
む
結
合
王
妃
や
折
衷
主
義
的
な
考
え
方
に
糾
し
て
は
ゲ
シ
タ
ル
ト
學
派
か
ら
し
ば
し
ぽ
批
判
が
與
え
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

が
、
「
學
習
理
論
」
の
藩
考
ヒ
ル
ガ
ー
ド
淘
・
客
国
一
渥
嚢
。
a
も
次
の
よ
う
に
蓮
ぺ
て
い
る
。
「
手
漉
活
動
聞
の
心
理
的
な
類
似
性
は
必
ず

し
も
そ
の
學
習
作
業
を
構
成
す
る
材
料
の
共
癒
部
分
の
数
と
封
平
し
な
い
。
解
合
圭
義
者
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
は
い
る
の
で
あ
る
が
、

肝
腎
な
貼
は
禽
舎
圭
義
者
が
強
制
的
に
そ
の
間
題
を
と
り
あ
げ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
ま
で
翼
創
に
と
り
あ
げ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

（
野
上
、
［
六
四
一
一
六
五
頁
）
o
確
か
に
彼
ら
は
全
膿
の
問
題
を
後
ま
わ
し
に
し
て
い
る
。
し
か
し
ロ
ビ
ン
ソ
ン
や
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
の
費
験

の
よ
う
に
、
共
遜
要
素
敬
を
壌
減
す
れ
ば
、
そ
の
從
麟
価
数
と
し
て
禁
止
や
促
進
が
攣
化
し
て
い
る
こ
と
も
嘉
事
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に

共
通
要
素
の
多
い
方
を
類
似
性
が
高
い
と
呼
ん
で
も
そ
れ
は
定
義
上
の
問
題
で
差
支
え
な
い
で
あ
ら
う
。
あ
た
か
も
双
生
見
の
類
似
性
の

制
定
に
髪
の
色
、
ロ
の
形
、
頭
の
形
、
眠
の
色
、
血
液
型
な
ど
を
分
析
的
に
調
べ
て
、
’
そ
の
共
通
要
素
数
を
顛
似
性
鋼
定
の
資
料
に
す
る

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
共
通
要
素
数
の
多
寡
に
よ
る
類
似
性
は
現
象
的
世
界
で
は
】
次
的
に
存
在
す
る
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
Q
心
的
縢
制
は
元
來
要
素
が
先
に
圃
柄
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
金
心
々
な
、
膿
制
化
さ
れ

た
形
態
が
ま
ず
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
類
似
性
を
庇
う
場
合
は
ま
ず
こ
の
】
次
的
な
艦
制
に
つ
い
て
の
心
理
的
判
噺
に

よ
っ
て
言
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
從
っ
て
嚴
欝
に
言
え
ば
言
語
學
習
の
研
究
で
は
、
系
列
内
の
各
項
目
毎
の
類
似
性
を
規
定
す
る
だ
け

で
な
く
、
系
列
全
磯
間
の
類
似
度
の
判
噺
を
別
に
求
め
て
お
い
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
こ
の
命
題
は
、
測
定
三
位
と
も
關

毒
し
て
甦
る
も
の
で
、
採
黙
の
軍
位
が
あ
く
ま
で
も
各
項
目
（
要
素
）
に
あ
る
こ
と
な
ど
、
複
難
な
問
題
を
含
み
三
軍
に
は
結
論
を
下
せ
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な
い
ひ
た
だ
ヒ
ル
ガ
ー
ド
も
言
う
よ
う
に
（
認
上
＝
ハ
五
頁
）
系
列
は
項
目
の
翠
な
る
集
合
で
な
い
こ
と
は
、
常
に
考
慮
し
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
）

　
こ
れ
ま
で
製
表
の
類
似
を
と
り
あ
げ
た
研
究
と
し
て
は
ン
ス
ト
ル
フ
出
・
図
Φ
の
8
触
鷺
の
も
の
が
あ
る
。
彼
女
は
系
列
内
で
岡
種
類
の

材
料
（
例
え
ば
数
字
や
無
意
味
苦
節
、
圃
形
な
ど
）
が
反
復
さ
れ
る
と
そ
れ
は
累
積
瓢
蝕
焦
虹
昌
㈹
を
起
し
て
垂
髄
と
し
て
等
質
陶
な
場
を

形
威
し
、
こ
の
等
質
的
な
系
列
の
中
に
少
数
の
異
質
項
が
あ
る
と
そ
れ
は
孤
立
H
ω
o
獄
巽
§
ぴ
q
す
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
再
生

牽
を
比
較
し
て
み
る
と
、
孤
立
項
の
方
が
累
積
項
よ
り
も
、
は
る
か
に
良
く
得
生
さ
れ
る
こ
と
が
分
つ
た
。
こ
れ
は
系
列
内
に
お
け
る
孤

立
と
累
積
の
現
象
を
取
扱
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
青
墨
の
原
現
は
時
聞
を
隔
て
て
呈
示
さ
れ
た
系
列
間
に
も
適
用
さ
れ
、
結
局
後
退
禁
止

を
も
こ
の
原
理
で
説
明
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
こ
の
レ
ス
｝
ル
フ
の
領
域
勢
威
の
概
念
を
適
用
し
て
な
さ
れ
た
賢
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
に
）
　
　
　
へ
旨
）
　
　
　
（
馬
）
　
　
　
（
O
り
）

は
ゲ
シ
タ
ル
ト
心
理
學
の
研
究
考
達
の
も
の
、
臼
本
で
は
相
良
、
等
身
、
衝
田
、
梅
本
ら
の
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
領
域
形
成
の
概
念
は
マ

ギ
ュ
ー
や
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
軍
に
刺
激
材
料
の
類
似
の
一
種
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
痕
跡
の
場
の
審
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
ニ
　

と
し
て
絶
え
ず
全
騰
的
機
能
的
な
膿
制
化
を
問
題
に
す
る
研
究
方
法
は
、
新
機
能
圭
嚢
學
派
に
見
ら
れ
な
い
猫
脚
の
も
の
が
あ
り
、
探
索

的
な
研
究
に
は
ま
だ
ま
だ
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　
（
四
二
）
　
ヒ
ル
ガ
ー
1
3
は
マ
ギ
ュ
！
ら
の
立
場
を
新
機
一
能
主
湘
我
（
o
錯
鴨
『
①
P
け
胤
信
二
〇
け
凶
。
昌
ρ
＝
ω
鷺
）
久
は
心
向
主
義
（
Φ
⊆
①
o
け
凶
ω
ヨ
）
と
呼
ん
で
い
る
。

　
ω
　
學
智
形
態
お
よ
び
方
法
上
の
類
似

　
類
似
性
は
學
智
封
象
と
な
っ
て
い
る
刺
激
の
面
だ
け
で
攣
化
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
學
轡
は
必
ら
ず
或
る
特
定
の
方
法
で
、
特
定
の
個

膿
に
、
特
定
の
胸
章
の
下
に
、
特
定
の
場
所
で
行
な
わ
れ
る
。
被
験
者
に
呈
示
さ
れ
た
、
當
面
の
學
習
勤
象
で
あ
る
刺
激
を
フ
ィ
グ
ー
ル

と
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
諸
事
件
は
グ
ル
ン
ド
に
凝
る
も
の
で
あ
る
。
グ
ル
ン
ド
が
謎
れ
ぽ
フ
ィ
グ
ー
ル
も
心
良
影
響
を
受
け
る
。

　
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
秘
期
の
後
退
禁
止
の
研
究
は
、
ミ
ュ
ラ
…
ら
の
固
執
傾
向
説
に
封
ず
る
批
制
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
が
多

く
、
類
似
し
て
い
な
い
後
績
作
業
は
殆
ど
後
退
禁
止
を
起
さ
な
い
こ
と
を
誇
明
し
よ
う
と
し
て
費
に
い
ろ
い
ろ
の
作
業
を
費
験
に
用
い
て

　
　
　
凸
、
憾
韓
剛
銀
丁
碧
に
於
け
る
類
似
糠
の
闘
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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哲
學
醗
究
　
第
四
圃
隅
十
【
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

い
る
。
例
え
ば
ド
・
キ
ャ
ン
プ
は
無
意
味
音
節
の
學
瞥
に
出
し
て
乗
算
や
エ
ル
ゴ
グ
ラ
フ
、
課
題
解
決
、
チ
ェ
ス
等
を
後
絞
作
業
と
し
て

　
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

用
い
た
と
こ
ろ
禁
止
は
殆
ど
起
ら
な
か
っ
た
。
ホ
ワ
イ
ト
レ
イ
勺
●
い
．
霜
ぼ
お
冨
《
は
…
欝
節
の
虚
語
學
習
の
前
に
乗
算
や
髄
操
を
や
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　

て
も
別
段
影
響
の
な
い
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
。
ま
た
マ
ギ
ュ
ー
は
、
無
意
味
書
節
の
記
憶
の
後
に
岡
じ
く
無
意
味
晋
節
の
學
蕎
を
や
る

場
含
と
、
タ
ッ
ピ
ン
グ
や
色
名
呼
唱
や
馬
繋
を
伴
な
う
讃
書
痙
を
行
わ
せ
た
が
、
タ
ッ
ピ
ン
グ
な
ど
異
種
の
作
業
は
何
ら
妨
害
効
果
を
持

　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　

た
な
か
っ
た
Q
ジ
ェ
ン
キ
ン
ズ
｝
．
O
．
冒
ロ
犀
貯
ω
と
ダ
レ
ン
バ
ッ
ク
函
●
蜜
●
∪
亀
田
9
鎖
。
ぴ
の
有
名
な
睡
眠
と
畳
醒
の
記
憶
に
及
ぼ
す

影
響
に
つ
い
て
の
賢
験
も
、
活
動
の
類
似
性
の
問
題
に
入
れ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
寳
験
は
、
類
似
性
が
無
い
時
に
は
禁
止
効
果
が
現
わ
れ
な
い
と
い
う
悉
無
律
的
な
現
象
の
研
究
で
あ
っ
た
が
、
一
九
三
四
年

　
　
（
渇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嬌
）

の
ギ
ブ
ソ
ン
や
、
す
で
に
の
べ
た
ジ
ェ
ン
ジ
ェ
レ
リ
の
費
験
は
作
業
や
材
料
の
類
似
性
を
段
階
的
に
攣
化
し
、
そ
れ
に
伴
な
う
禁
止
効
果

の
不
動
を
見
て
い
る
黙
で
一
歩
進
ん
で
い
る
◎
ギ
ブ
ソ
ン
の
研
究
は
第
一
心
底
を
一
〇
封
の
子
書
の
記
憶
と
し
、
第
二
學
啓
を
ω
子
音
の

封
、
吻
数
字
の
封
、
㈹
轟
音
の
抹
溝
、
ω
数
字
の
抹
消
、
㈲
郵
書
等
に
墾
化
さ
せ
た
も
の
で
、
結
果
は
ω
が
最
も
禁
止
効
果
が
大
き
く
②

㈹
ω
㈲
と
次
第
に
禁
止
効
果
は
弱
ま
っ
た
。
ジ
ェ
ン
ジ
ェ
レ
リ
の
資
騎
も
同
檬
に
第
一
一
作
業
の
性
質
を
少
し
ず
つ
墾
化
し
て
そ
の
影
響
を

見
て
い
る
が
、
ギ
ブ
ソ
ン
と
異
な
っ
て
第
一
第
二
作
業
間
の
類
似
性
を
鋸
南
係
数
で
測
定
し
て
、
そ
れ
と
禁
止
効
果
と
を
封
慮
さ
せ
て
い

る
黙
’
に
特
徴
が
あ
る
。
彼
の
結
果
は
相
關
係
数
が
高
い
と
禁
止
が
趨
る
が
、
其
他
は
大
差
な
か
っ
た
。

　
以
上
の
研
究
は
學
習
活
動
の
性
質
が
す
で
に
異
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
っ
た
が
、
同
じ
學
暫
で
方
法
の
み
を
異
に
し
た
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ご
）

に
つ
い
て
も
研
究
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
ク
ー
ズ
潟
●
璃
．
≦
舞
Φ
謎
と
ビ
…
ル
N
亀
鍔
．
勺
Φ
包
は
同
じ
く
有
意
昧
の
箪
語
を
學
心
す
る

の
に
、
封
蓮
舎
形
式
と
系
列
學
習
の
二
方
法
で
や
っ
た
場
合
、
第
一
第
二
二
号
の
方
法
が
異
な
る
方
が
同
じ
方
よ
り
も
よ
く
善
生
で
き
た
。

し
か
し
再
學
習
隅
数
で
測
定
す
る
と
蓮
に
方
法
が
同
∴
の
場
合
に
促
進
効
果
が
あ
っ
た
。
こ
の
翠
な
る
再
生
ス
コ
ア
と
再
學
習
ス
コ
ア
で

禁
止
効
果
が
異
な
っ
て
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
他
の
細
身
に
も
時
々
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
オ
ス
グ
ッ
ド
の
場
合
に
述
べ
た
よ
う

に
、
後
退
禁
止
と
學
習
轄
移
を
霜
葉
に
同
一
視
で
き
な
い
こ
と
と
も
深
い
關
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
影
響
縛
移
で
は



　
　
　
後
邊
禁
止
の
よ
う
に
再
生
ス
コ
ア
と
い
う
も
の
が
な
く
、
樽
學
習
ス
コ
ア
を
通
じ
て
の
み
し
か
、
韓
移
効
果
を
測
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
る
。
　
（
學
智
轄
移
で
凹
い
て
再
生
ス
コ
ア
を
求
め
よ
う
と
思
え
ば
、
侵
入
反
慮
を
数
え
る
か
、
ま
た
は
バ
ル
テ
ル
切
9
。
答
画
の
よ
う
に
自

　
　
　
褒
視
聴
生
に
よ
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
）
　
し
か
し
こ
の
間
題
に
は
こ
こ
で
深
く
立
入
ら
な
い
こ
と
に
し
て
再
び
要
言
形
態
の
類
似
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
問
題
に
戻
ろ
う
。
學
習
方
法
の
類
似
性
は
封
回
合
と
系
列
學
習
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
マ
ギ
ュ
ー
と
G
・
0
・
マ
ギ
ュ
ー
（
一
九
三
穴
）

　
　
　
は
一
〇
項
目
の
形
容
詞
の
系
列
學
習
で
、
類
似
項
目
の
位
置
の
封
態
を
攣
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
、
後
退
禁
止
の
攣
化
を
見
た
が
、
一
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　

　
　
　
的
な
瀦
果
は
得
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
更
に
マ
ギ
ュ
ー
と
シ
ッ
ソ
ン
国
●
U
●
ω
δ
ω
o
ご
（
一
九
三
八
）
は
野
鼠
を
二
〇
に
塘
駕
し
て
同
様

　
　
　
の
實
験
を
や
っ
た
が
、
そ
の
結
果
位
置
の
封
恋
が
少
な
く
な
る
に
つ
れ
て
禁
止
効
果
は
減
少
し
た
。

　
　
　
　
　
　
き
　

　
　
　
　
ポ
ス
｝
マ
ソ
U
・
℃
O
珍
ヨ
g
δ
コ
（
一
九
四
八
）
ら
は
晋
節
と
数
字
の
封
蓮
合
學
習
に
お
い
て
、
刺
激
語
と
賢
慮
語
の
順
序
を
、
第
一
第
二

　
　
　
七
夕
に
お
い
て
黒
塗
し
た
時
と
同
一
の
場
合
と
の
後
退
禁
止
量
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
同
じ
に
し
た
方
が
禁
止
量
は
多
か
っ
た
。
ま
た
ジ

　
　
　
　
へ
　
　

　
　
　
エ
ン
キ
ン
ズ
毒
．
O
．
富
謎
細
思
ω
と
ポ
ス
ト
マ
ン
（
一
九
四
九
）
は
豫
想
法
と
轡
認
法
を
用
い
、
第
一
第
二
學
習
を
ど
ち
ら
か
ひ
と
つ
の

　
　
　
方
法
で
繰
返
し
學
生
し
た
場
含
と
、
學
習
方
法
を
墾
更
し
た
場
合
の
後
退
禁
止
を
見
た
が
、
岡
一
の
時
の
方
が
禁
止
量
は
多
か
っ
た
。

　
　
　
　
こ
れ
ら
の
賢
愚
よ
り
尊
号
方
法
の
類
似
性
も
禁
止
の
一
つ
の
要
圃
で
あ
る
こ
と
が
分
る
が
、
こ
の
よ
う
な
要
因
を
拾
い
あ
げ
れ
ば
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ほ
　

　
　
　
の
他
、
無
数
に
あ
る
だ
ろ
う
。
ビ
ロ
ド
ー
国
●
諺
．
b
d
出
。
餌
Φ
碧
と
シ
ュ
ロ
ス
バ
ア
グ
出
．
ω
o
ぼ
。
。
・
σ
Φ
彊
（
一
九
五
一
）
の
研
究
に
よ
る

　
　
　
と
、
墨
壷
を
行
う
場
所
（
寳
験
室
）
を
第
一
學
習
と
第
二
學
習
と
で
攣
え
て
お
け
ば
、
妨
害
効
果
を
あ
る
程
度
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
酋

　
　
　
に
も
蓮
べ
た
よ
う
に
嘱
被
験
者
が
學
習
を
す
る
時
に
手
掛
り
と
な
る
刺
激
は
、
被
験
者
の
眞
正
面
に
差
出
さ
れ
た
文
字
や
岡
形
だ
け
で
は

　
　
な
い
り
そ
れ
ら
フ
ィ
グ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
刺
激
だ
け
で
は
な
く
、
グ
ル
ン
ド
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
必
要
と
あ
れ
ば
手
掛
り
に
利
用
さ

　
　
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
こ
れ
は
後
退
禁
止
で
は
な
い
が
、
封
連
含
を
色
紙
の
上
に
書
い
て
呈
示
し
、
後
に
刺
激
の
み
呈
示
し
て
再
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
さ
　

　
　
さ
せ
る
時
、
色
紙
の
色
を
窺
え
た
だ
け
で
再
生
率
は
低
下
す
る
。
こ
の
よ
う
に
刺
激
の
あ
ら
ゆ
る
手
掛
り
が
再
學
習
又
は
再
生
事
態
の
要

　
　
求
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
手
掛
り
は
必
ず
し
も
被
験
者
が
意
國
的
に
寒
詣
し
た
も
の
と
は
限
ら
ず
、
殆
ど
無
意
圏
的
學
脅

卿　
　
　
　
　
　
曽
筒
犠
㎜
羅
ア
獅
回
に
於
け
る
類
似
栂
協
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
｛



　
　
　
　
　
　
哲
攣
研
究
　
蕗
閥
百
隅
十
…
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

噺醗　
　
ぎ
。
峯
Φ
馨
p
◎
＝
o
自
曙
讐
ぎ
臓
と
し
て
把
持
さ
れ
、
必
要
な
時
に
は
じ
め
て
手
掛
り
と
し
て
動
員
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。

　
　
　
圖
　
刺
激
語
と
反
感
語
の
類
似
性

　
　
　
刺
激
語
と
反
慮
語
は
そ
の
名
の
通
り
元
來
、
機
能
が
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
輩
に
門
閥
駒
順
序
に
あ
と
さ
き
が
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。

　
　
言
語
中
帯
に
關
…
係
さ
せ
て
　
葺
え
ば
刺
激
語
は
ウ
ェ
ル
ニ
ッ
ケ
の
中
福
で
警
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
反
雁
…
語
は
プ
ロ
…
カ
の
中
櫃
で
醤
ま
，
れ

　
　
る
。
刺
激
語
は
遠
慮
を
生
起
す
る
手
掛
り
と
な
る
も
の
で
、
反
難
語
は
二
五
が
手
段
と
し
て
賢
際
に
選
び
賢
嫁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

　
　
の
で
あ
る
。
手
掛
り
は
簡
略
化
で
き
て
も
磁
器
は
簡
略
に
で
き
な
い
Q
從
っ
て
種
蒔
の
條
件
を
刺
激
語
と
反
慮
語
と
で
操
作
し
て
も
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
の
影
響
は
反
慮
語
の
方
に
大
き
く
充
て
い
た
。
こ
の
機
能
の
相
異
は
梅
本
（
一
九
五
一
）
が
は
じ
め
て
研
究
し
、
森
川
（
一
九
五
五
）
が

　
　
其
後
精
し
く
橡
鼓
し
た
所
で
あ
る
が
、
　
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
類
似
性
は
刺
激
語
と
反
古
語
に
ど
の
よ
う
に
關
賦
し
て
く
る
で
あ
ら
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
お
　
　
ロ

　
　
か
。
ま
ず
系
列
内
類
似
性
に
つ
い
て
見
よ
う
。
森
川
は
更
に
そ
の
後
、
刺
激
と
反
磨
の
系
列
内
類
似
性
を
操
作
し
た
費
験
を
行
な
っ
た
Q

　
　
す
る
と
結
論
は
こ
れ
ま
で
と
は
逆
に
反
感
語
よ
り
も
刺
激
語
の
條
件
の
方
が
温
習
と
羅
生
に
大
き
な
影
響
を
與
え
た
。
こ
の
こ
と
は
一
見
、

　
　
反
応
語
に
重
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
刺
激
語
と
反
慮
語
の
醗
能
を
よ
り
一
期
明
瞭
に
し
た
も
の
で

　
　
あ
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ま
で
漠
然
と
「
條
重
々
化
」
が
反
慮
語
に
張
く
影
響
す
る
と
一
括
し
て
考
え
て

　
　
　
い
た
蛮
も
、
特
に
反
慮
語
の
本
質
を
衝
い
た
よ
う
な
條
件
を
風
化
し
て
い
た
た
め
に
そ
の
よ
う
な
結
果
が
出
た
の
で
あ
っ
て
、
森
川
の
費

　
　
験
の
よ
う
に
刺
激
語
の
機
能
で
あ
る
辮
別
の
主
要
な
條
件
と
し
て
の
類
似
性
を
操
作
し
た
時
は
、
粛
然
刺
激
語
の
方
が
張
い
影
響
を
う
け

　
　
　
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
賢
験
か
ら
森
川
は
刺
激
語
は
圭
と
し
て
郷
別
學
習
に
關
係
が
あ
り
そ
の
京
紅
丁
数
は
類
似
性
で
、
反
慮
語

　
　
　
は
霊
と
し
て
習
得
學
習
に
關
係
が
あ
り
そ
の
賢
駆
聖
典
は
熱
知
性
で
あ
る
と
考
え
た
Q

　
　
　
　
こ
れ
ら
の
類
似
性
は
系
列
内
で
測
激
、
心
慮
を
別
々
に
考
え
た
場
合
の
類
似
性
で
あ
っ
た
が
、
謝
扇
合
學
轡
で
は
い
う
ま
で
も
な
く
刺

　
　
激
と
反
慮
と
を
そ
れ
ぞ
れ
「
封
ず
つ
蓮
合
さ
せ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
刺
激
だ
け
、
反
慮
だ
け
が
別
々
に
ま
と
め
て
旧
習

　
　
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
爾
者
を
含
め
た
よ
う
な
類
似
は
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
方
面
の
研
究
は
殆
ど
な
さ
れ
て
い
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（
沁
“
）

な
い
。
し
か
し
ケ
ー
ラ
ー
（
一
九
四
一
）
の
次
の
よ
う
な
賢
験
．
が
僅
か
に
こ
の
閥
題
に
封
ず
る
示
唆
を
與
え
て
く
れ
る
。
彼
は
岡
形
、
数

字
、
無
意
味
音
節
を
用
い
て
＝
一
封
の
敵
影
合
系
列
を
構
成
す
る
場
合
に
、
刺
激
藷
と
反
省
語
が
各
封
毎
に
同
種
の
も
の
（
例
え
ば
圃
形

と
魍
形
、
数
字
と
数
字
）
の
封
解
し
て
い
る
系
列
を
等
質
的
系
列
と
呼
び
、
謝
慮
が
で
売
ら
め
に
な
っ
て
い
る
の
を
異
質
系
列
と
呼
ん

だ
。
そ
し
て
こ
の
爾
系
列
を
十
二
人
の
被
験
者
に
呈
示
し
再
生
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
等
質
系
列
の
再
生
率
六
八
％
に
饗
し
異
質
系
列
は
二
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

％
し
か
再
生
で
き
な
か
っ
た
・
ま
た
フ
ィ
ッ
ツ
勺
●
竃
．
距
暮
ω
と
デ
ニ
ン
ジ
ャ
ー
即
．
炉
U
磐
貯
ぴ
q
窪
も
シ
グ
ナ
ル
と
押
し
ボ
タ
ン
の

關
係
の
學
習
で
、
シ
グ
ナ
ル
の
配
置
と
ボ
タ
ン
の
配
置
を
音
調
さ
せ
た
方
が
さ
せ
な
い
場
合
よ
り
も
學
習
が
早
く
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
見

出
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
審
賢
も
刺
激
と
反
慮
の
全
膿
的
な
蓮
瀾
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
封
蓮
合
學
警

は
各
署
の
一
つ
一
つ
を
翠
位
と
し
て
そ
の
蓮
合
を
要
求
し
て
い
る
嘉
態
で
あ
り
、
そ
の
要
求
に
合
致
し
た
類
似
盤
、
す
な
わ
ち
刺
激
系
列

内
で
は
で
き
る
だ
け
分
化
を
妨
げ
な
い
類
似
品
で
、
刺
激
念
慮
間
は
で
き
る
だ
け
膿
制
化
を
促
進
す
る
よ
う
な
類
似
性
が
、
學
習
を
促
進

す
る
で
あ
ろ
う
。
類
似
性
の
問
題
は
學
習
形
態
の
機
能
分
析
と
絶
え
ず
面
訴
さ
せ
な
け
れ
ぽ
充
分
な
解
決
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
Q

　
次
に
刺
激
と
反
言
の
類
似
性
が
系
列
相
互
の
間
で
は
ど
の
よ
う
に
働
ら
く
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
と
り
も
薩
さ
ず
オ
ス
グ
ッ
ド
の
曲
面
の

解
繹
と
な
る
。
こ
こ
で
も
刺
激
と
反
憾
の
磯
能
的
差
異
の
理
論
を
適
用
し
て
叢
る
程
度
ま
で
は
解
繹
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
前
學

習
で
確
立
さ
れ
た
測
激
の
躰
別
が
、
論
意
習
の
刺
激
の
辮
別
學
習
に
縛
移
す
る
に
は
、
前
後
爾
學
霧
の
刺
激
が
類
似
し
て
い
る
ほ
ど
よ
い

と
考
え
ら
れ
、
反
慮
に
つ
い
て
も
干
拓
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
後
浄
餐
の
み
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
反
慮
條
件
の
方
に
露
…
き
が

置
か
れ
る
か
ら
、
前
後
繭
學
饗
の
反
町
條
件
の
類
似
の
方
が
結
局
大
き
な
落
蓋
を
も
た
ら
す
と
期
待
さ
れ
る
。
オ
ス
グ
ッ
ド
や
ア
ソ
グ
ー

ウ
ッ
ド
の
よ
う
に
、
刺
激
が
同
．
一
で
及
慮
が
縞
馬
異
な
る
時
に
禁
止
が
起
る
と
・
い
う
の
は
、
帯
芝
後
退
禁
止
の
場
合
に
限
り
、
學
饗
韓
移

の
費
験
で
は
殆
ん
ど
皆
、
促
進
作
用
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
上
に
の
べ
た
論
明
は
刺
激
と
反
慮
を
別
々
に
考
え
た
場
合
に
つ
い
て
で
あ

り
、
刺
激
及
忌
物
禮
と
し
て
系
列
聞
の
類
似
性
を
考
え
た
場
合
に
つ
出
て
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
ろ
う
。
殊
に
習
得
學
習
と
し

て
の
反
慮
の
機
能
が
系
列
開
の
類
似
で
ど
の
よ
う
に
働
ら
く
か
は
今
後
楡
討
を
要
す
る
。

　
　
　
苔
語
學
碧
に
於
け
る
類
似
牲
の
闘
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
罵
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暫
墜
斜
究
　
第
四
百
瞬
十
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

　
爽
に
系
列
間
の
刺
激
の
類
似
性
が
何
故
縛
移
を
起
す
か
、
そ
の
機
制
に
つ
い
て
は
、
ギ
ブ
ゾ
ソ
の
論
文
以
來
一
般
に
黙
認
反
慮
の
刺
激

気
化
理
論
の
適
綿
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
刺
激
説
化
が
反
証
の
同
一
の
場
合
に
は
學
習
促
進
を
起
し
、
反
慮
が
異
な
る
時
は
、
妨
害
を
起

す
こ
と
は
大
盤
ギ
ブ
ソ
ン
の
論
文
通
り
承
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
反
吉
言
化
は
常
に
妨
害
作
用
を
起
す
と
い
う
の
が
ギ
ブ
ソ
ン
の
豫
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
・
轟
）
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
嘔
．
“
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
祷
）

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
の
オ
ス
グ
ッ
ド
、
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
、
石
原
、
賀
集
ら
の
研
究
で
、
逆
に
反
託
言
の
類
似
性
が
高
ま
る
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
じ

ど
促
進
が
増
大
す
る
か
、
叉
は
禁
止
が
滅
課
す
る
こ
と
が
分
つ
た
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
説
明
と
し
て
は
、
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
は
第
一
學

　
　
　
　
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
む

習
の
時
に
第
二
學
習
の
軍
慮
が
寄
生
的
に
強
化
（
欝
鍵
ω
蕉
。
話
冒
陥
。
増
8
B
Φ
コ
紳
）
さ
れ
る
と
い
う
假
設
を
立
て
た
Q
こ
れ
に
臆
し
石
原
・
・

賀
集
は
、
こ
の
愚
痴
で
は
第
一
、
第
二
學
智
の
反
鷹
の
分
化
が
説
明
で
き
な
い
と
反
果
し
て
い
る
。
一
般
に
類
似
（
汎
化
）
は
差
別
（
分

化
）
を
伸
な
っ
て
は
じ
め
て
學
習
膿
漏
化
の
原
理
と
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
石
原
ら
の
反
撃
は
妥
當
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
コ
　

現
在
の
と
こ
ろ
コ
ー
フ
ァ
O
．
Z
．
O
O
冷
『
フ
ォ
ー
レ
イ
冒
℃
・
男
O
冨
《
（
一
九
四
二
）
ら
の
提
唱
し
た
、
媒
介
汎
化
の
理
論
の
適
用
に

よ
る
反
慮
薫
化
の
説
明
、
す
な
わ
ち
第
二
學
習
中
の
反
鷹
を
通
し
て
第
一
論
難
の
彊
化
が
縛
移
す
る
と
い
う
論
明
が
一
番
有
力
な
よ
う
で

あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
だ
槍
討
す
べ
き
多
く
の
こ
と
を
書
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

㈲
類
似
性
と
蓮
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ぎ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ヨ
）

　
ハ
ァ
ト
ソ
イ
以
來
の
図
工
心
理
學
で
は
類
似
性
は
接
近
、
反
響
と
共
に
空
樽
な
蓮
合
法
則
で
あ
っ
た
。
し
か
し
十
九
．
世
紀
末
に
ヘ
フ
デ

ィ
ン
グ
鵠
・
国
α
洋
島
コ
ひ
q
ら
が
類
似
蓮
合
を
強
調
す
る
ま
で
は
接
近
連
合
の
方
が
よ
り
基
本
的
な
蝦
藻
と
み
な
さ
れ
、
類
似
蓮
合
は
接
近

連
合
に
包
雛
さ
れ
る
か
、
或
い
は
接
近
蓮
合
の
延
長
と
も
み
ら
れ
る
「
復
讐
」
お
象
暮
Φ
凶
舜
窪
。
口
ま
た
は
「
復
元
」
触
。
営
ω
欝
8
ヨ
Φ
馨
の

法
則
に
包
括
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
結
局
、
純
粋
な
類
似
連
合
と
い
う
も
の
が
費
際
に
起
る
こ
と
が
そ
う
多
く
な
く
殆

ん
ど
接
近
蓮
合
で
論
朋
で
き
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
類
似
性
が
輕
観
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
ヘ
プ
デ
ィ
ン
グ
の
よ
う

に
、
過
去
と
現
在
と
で
絶
封
に
同
一
の
も
の
は
な
い
と
考
え
て
、
再
生
の
根
本
原
理
に
類
似
法
珊
を
導
入
す
る
と
い
う
立
場
に
で
も
立
た

な
い
限
り
、
類
似
は
知
畳
的
な
も
の
を
除
き
殆
ん
ど
接
近
蓮
合
に
よ
り
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
て
も
無
理
は
な
い
。
し
か
も
言
語
の
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闇
の
臨
係
は
こ
の
他
に
反
叢
叢
係
あ
り
、
論
理
學
で
い
う
よ
う
な
上
露
下
位
岡
紘
、
闘
的
、
述
語
、
因
果
等
等
の
多
く
の
奇
観
が
あ
っ
て
、

純
粋
の
類
似
騨
係
の
み
に
研
究
封
象
を
限
定
し
て
居
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
魔
い
關
係
の
研
究
が
進
ま
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
賛
意
は
あ
る

意
味
で
類
似
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
勿
論
論
理
學
的
な
意
味
で
は
言
え
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
し
て
い
る
の
は
心
理
學
的

な
類
似
で
あ
る
。
心
理
學
的
な
類
似
は
い
う
ま
で
も
な
く
懸
盤
的
な
憧
當
的
な
も
の
で
は
な
く
、
被
験
者
や
刺
激
、
測
定
方
法
な
ど
の
多

く
の
攣
数
の
函
数
で
あ
る
。

　
例
え
ば
同
じ
刺
激
語
を
呈
示
し
て
そ
の
類
似
語
を
求
め
る
場
合
に
、
被
験
者
の
蛮
達
的
段
階
に
よ
っ
て
類
似
語
の
内
容
が
非
常
に
饗
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
お
　

し
、
年
令
の
低
い
段
階
で
は
反
世
語
も
時
に
は
類
似
し
た
も
の
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
村
川
は
小
難
狡
2
年
生
に
「
つ
ぎ
の

言
葉
に
似
た
言
葉
を
あ
げ
な
さ
い
」
と
い
う
教
示
で
費
験
し
た
と
こ
ろ
、
例
え
ば
「
少
な
い
」
に
謝
し
「
ち
よ
つ
と
」
と
答
え
た
も
の
二

六
男
、
　
「
お
お
い
し
と
答
え
た
者
ご
一
身
、
「
か
し
こ
い
」
に
謝
し
「
あ
ほ
し
が
ご
一
％
、
「
利
口
な
」
が
こ
％
、
「
廣
い
」
に
賦
し
「
大

き
い
」
が
二
二
％
、
「
せ
ま
い
」
が
一
六
％
、
「
お
そ
い
」
に
劃
し
「
早
い
」
が
一
六
％
、
「
の
ろ
い
」
が
一
〇
％
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
の
　

し
5
年
生
で
は
反
封
語
は
殆
ど
な
く
、
大
憲
生
で
も
勿
論
な
い
。
ま
た
り
ー
ス
切
．
閏
・
図
δ
ω
ω
（
一
九
四
六
）
は
年
令
の
異
な
る
四
グ
ル

ー
プ
に
電
環
皮
膚
反
癒
を
利
用
し
て
刺
激
語
の
汎
化
を
見
た
が
、
不
均
七
・
九
歳
の
グ
ル
ー
プ
で
は
音
韻
的
類
似
が
最
も
強
く
、
つ
い
で

反
…
贅
語
、
意
味
的
類
似
の
順
で
あ
っ
た
が
、
手
均
一
〇
・
八
歳
の
群
で
は
反
封
語
、
晋
韻
的
類
似
、
憲
味
的
類
似
の
順
、
　
ご
四
・
○
歳
及
び

一
八
・
六
歳
で
は
意
味
蘭
類
似
、
反
封
蝋
、
音
戴
冠
類
似
の
順
で
あ
っ
た
。
り
ー
ス
の
費
験
は
勿
論
直
接
に
類
似
語
を
求
め
た
も
の
で
は

な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
縛
移
性
を
持
つ
關
係
に
あ
る
言
葉
が
、
年
令
の
低
い
段
階
で
は
「
似
た
誉
葉
」
と
し
て
ま
と
め
て
考
え
ら
れ
て
い

る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
い
ま
ひ
と
つ
の
例
を
あ
げ
る
と
、
成
人
で
も
論
理
駒
に
普
通
は
類
似
と
は
㎜
済
わ
な
い
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

な
言
葉
の
聞
の
婆
心
も
、
類
似
性
尺
度
の
上
に
の
せ
て
評
定
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
な
こ
と
が
あ
る
G
わ
れ
わ
れ
の
賢
験
で
は
、
例
え
ば

「
せ
ま
い
」
と
「
ほ
そ
い
」
は
四
・
四
の
類
似
度
あ
り
「
せ
ま
い
」
と
「
少
な
い
」
と
は
二
・
八
の
類
似
度
が
あ
り
、
「
愚
か
な
」
と
「
つ

ま
ら
ぬ
」
は
六
・
○
、
「
愚
か
な
」
と
「
下
手
な
」
は
一
・
九
の
類
似
性
が
あ
っ
た
Q

　
　
　
晶
欝
戴
照
學
酬
賀
に
於
け
》
る
顛
似
鷲
簡
の
欄
桝
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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こ
れ
ま
で
特
に
學
智
に
お
け
る
類
似
性
の
聞
題
を
と
り
上
げ
て
論
じ
て
去
た
の
は
、
そ
れ
が
學
習
の
要
囲
と
し
て
軍
要
で
あ
る
か
ら
で

あ
り
、
論
理
學
的
な
問
題
と
は
一
続
別
と
し
て
考
え
て
よ
い
Q
そ
し
て
い
ま
の
べ
た
よ
う
に
現
實
に
は
非
常
に
怪
い
意
味
で
類
似
と
い
う

概
念
が
使
わ
れ
て
い
る
時
に
、
類
似
の
意
味
を
極
め
て
一
面
的
に
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
問
題
の
褒
展
に
プ
ラ
ス
と
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
勿
論
嚴
籍
な
文
章
論
的
な
、
又
論
理
學
的
な
基
礎
と
の
愚
慮
を
絶
え
ず
怠
っ
て
は
い
け
な
い
が
、
そ
れ
か
ら
制
約
さ
れ
る
必
要
も

な
い
。
故
に
類
似
の
意
味
を
そ
の
よ
う
に
搬
議
す
る
の
は
、
概
念
の
不
當
な
使
絹
で
あ
る
と
い
う
懸
念
が
あ
る
な
ら
ぽ
、
何
か
別
の
言
葉

で
あ
ら
わ
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
前
に
の
べ
た
上
位
下
位
や
因
果
關
係
に
あ
る
言
葉
は
み
な
、
あ
る
刺
激
語
に
封
ず
る
無
制
限
蓮
想
反

慮
の
中
に
現
わ
れ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
關
係
を
穂
撮
し
て
、
操
作
的
に
蓮
想
性
と
で
も
呼
べ
ば
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
無
二
黒
漣
想
こ

そ
あ
る
言
葉
と
あ
る
言
葉
と
の
關
係
が
す
べ
て
み
ら
れ
る
、
最
も
廣
い
最
も
ル
ー
ズ
な
状
況
で
あ
る
。
類
似
性
を
議
題
に
す
る
時
は
絶
え

ず
こ
の
魔
い
蓮
想
性
に
還
り
つ
つ
橡
討
を
進
め
て
行
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
べ
て
去
た
よ
う
に
、
類
似
性
に
は
費
に
種
凌
雲
汝
な
次
元
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
諸
次
元
が
更
に
で
は
ど
の
よ
う
に
互
い
に
蓮
器

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
費
し
て
は
ま
だ
充
分
な
槍
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
需
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
類
似
性
は
個

膿
の
概
念
的
膿
制
の
形
成
の
手
掛
り
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
丁
度
知
髭
の
手
掛
り
が
褒
達
的
に
増
加
す
る
よ
う
に
次
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ヨ
　

に
年
令
と
と
も
に
次
元
が
塘
労
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
Q
そ
し
て
類
似
性
の
次
元
の
塘
加
は
、
り
ー
ス
の
費
駒
．
な
ど
で
す
で
に
明
ら
か

な
よ
う
に
、
感
性
的
現
象
的
な
類
似
（
例
え
ば
…
背
瓢
の
類
似
）
か
ら
次
第
に
概
念
的
…
磯
能
的
類
似
（
例
え
ば
意
味
の
翻
…
似
）
に
及
ぶ
だ
ろ

う
。
し
か
し
一
旦
製
糖
が
完
成
し
種
々
の
次
元
の
類
似
性
が
分
化
し
た
時
に
、
ど
の
類
似
性
が
最
も
張
い
盤
濃
化
の
要
因
と
な
る
か
は
、

そ
の
時
々
の
、
そ
の
個
膿
を
も
含
め
た
、
全
国
的
な
學
習
形
態
ま
た
は
斌
況
で
定
ま
っ
て
來
る
の
で
あ
っ
て
、
何
時
も
ま
ず
ど
れ
か
の
次

元
か
が
最
初
に
毅
動
ず
る
と
は
限
ら
な
い
。
掴
罷
は
學
習
状
況
に
入
っ
た
時
、
い
ろ
い
ろ
の
孜
元
の
類
似
性
を
蛋
製
し
、
，
な
る
べ
く
安
定



し
た
樋
脇
を
得
よ
う
と
す
る
。
ど
の
程
度
ま
で
多
く
の
類
似
性
が
獲
動
さ
れ
る
か
、
ど
の
程
度
容
易
に
類
似
性
の
次
元
が
縛
換
さ
れ
る

か
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
學
習
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
知
能
の
問
題
に
も
關
宿
し
て
來
る
で
あ
ろ
う
。

三
　
系
列
内
の
類
似
性
と
系
列
間
の
類
似
性
の
關
係
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す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
類
似
性
に
は
一
つ
の
系
列
内
（
作
業
内
）
の
類
似
性
と
、
二
つ
以
上
の
系
列
間
（
作
業
聞
）
の
類
似
性
と
が
あ

る
Q
そ
し
て
こ
の
爾
者
の
譜
面
は
甚
だ
複
難
で
あ
っ
て
、
系
列
内
の
類
似
性
が
高
ま
れ
ば
常
に
系
列
聞
の
類
似
性
が
増
大
す
る
と
は
言
え

な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
頴
×
3
×
ミ
X
務
）

　
最
近
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
は
系
列
内
の
類
似
度
を
操
作
し
た
厳
器
を
四
つ
行
っ
た
Q
そ
の
中
二
つ
は
封
蓮
含
學
習
で
あ
り
他
の
二
つ
は
系

列
學
習
で
あ
る
。
材
料
は
無
意
味
忠
節
の
場
合
と
形
容
詞
の
場
合
が
あ
る
。
類
似
度
の
操
作
と
し
て
は
、
系
列
學
啓
で
は
高
い
類
似
慶
、
中

位
の
も
の
、
低
い
類
似
度
の
三
段
階
、
叢
誌
合
學
餐
で
は
そ
れ
が
更
に
刺
激
語
側
と
反
慮
語
側
と
に
分
れ
て
操
作
さ
れ
る
か
ら
計
濁
世
件

あ
る
Q
被
験
者
は
各
三
條
件
ず
つ
を
順
次
や
る
。
各
條
件
と
も
一
興
完
全
學
漏
し
、
二
四
時
間
後
樽
生
及
び
轟
五
濁
を
や
り
、
説
い
て
す

ぐ
次
の
條
件
に
う
つ
る
。
（
こ
の
他
に
分
散
集
中
の
條
件
を
操
作
し
て
あ
る
が
、
そ
れ
は
殆
ど
關
係
な
い
か
ら
省
略
す
る
。
）
費
験
の
結
果

は
、
系
列
内
類
似
性
の
條
件
差
は
、
樽
生
で
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
再
學
習
物
数
に
よ
る
と
、
系
列
内
の
類
似
性
が
高
い
ほ
ど

岡
激
は
多
く
な
り
、
學
習
が
三
二
で
あ
っ
た
。
各
被
験
者
は
類
似
性
の
異
な
る
賢
験
を
順
次
や
つ
て
い
る
か
ら
、
費
験
順
序
に
よ
る
影
響

を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
分
析
に
よ
る
と
、
封
書
合
算
習
で
は
後
の
言
上
に
な
る
ほ
ど
、
類
似
度
の
條
件
二
化
に
よ
る
縛
學

習
脚
数
の
差
は
少
な
く
な
り
、
第
三
薄
目
の
賢
験
で
は
む
し
ろ
、
系
列
内
類
似
度
の
高
い
方
が
樗
學
習
圓
数
は
少
な
く
、
甦
に
類
似
度
の

少
な
い
方
が
魯
畢
習
陶
数
は
多
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
系
列
書
聖
で
は
そ
の
差
は
順
序
に
よ
っ
て
殆
ん
ど
縫
署
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＄
）

　
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
現
象
が
趨
っ
た
の
か
。
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
は
そ
の
論
明
と
し
て
次
の
よ
う
な
假
設
を
立
て
る
。
こ
の
受
験
で

は
、
系
列
内
の
類
似
度
を
高
め
る
た
め
に
、
書
節
を
構
威
す
る
子
苦
の
数
を
減
少
し
、
各
音
節
に
同
じ
子
音
が
何
周
も
再
出
す
る
よ
う
に

　
　
　
需
灘
學
暫
に
於
け
る
類
似
難
の
問
題
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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し
た
。
し
た
が
っ
て
系
列
別
に
見
れ
ば
、
逆
に
同
じ
子
…
膏
を
使
用
し
な
く
て
も
別
の
系
列
が
作
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
系
列
聞
の
類
似

度
は
減
少
す
る
。
そ
の
越
に
系
列
内
の
類
似
度
を
減
少
さ
せ
る
と
（
構
成
要
素
を
多
く
す
る
と
）
系
列
聞
の
類
似
度
は
高
く
な
る
（
共
通

要
素
が
多
く
な
る
）
。
そ
し
て
類
似
度
の
蔓
動
は
す
ぐ
再
生
率
に
影
響
す
る
か
ら
、
系
列
内
類
似
度
が
高
い
方
が
元
來
、
系
列
内
の
混
錨
が

多
く
て
再
生
率
は
悪
い
の
で
あ
る
が
、
他
の
系
列
と
の
間
の
類
似
度
は
上
に
説
明
し
た
理
由
で
少
な
く
な
る
か
ら
、
他
の
系
列
よ
り
の
妨

害
効
果
（
侵
入
反
応
に
よ
る
誤
り
）
は
少
な
く
て
濟
む
。
逆
に
系
列
内
類
似
度
が
低
い
時
は
再
生
率
は
よ
い
が
、
系
列
聞
類
似
度
が
高
く

な
り
侵
入
反
古
も
多
く
な
る
の
で
、
全
膿
と
し
て
は
罵
言
相
殺
し
て
類
似
度
が
高
く
て
も
低
く
て
も
大
差
が
な
く
な
る
。
こ
の
假
設
の
誰

明
は
、
再
生
の
時
の
誤
謬
反
憾
（
侵
入
）
が
何
庭
か
ら
侵
入
し
て
來
た
か
と
い
う
、
そ
の
源
を
分
析
し
た
第
1
表
に
よ
り
與
え
ら
れ
る
。

第1表　系列内類似度の函数としての

　　　　再生時の誤謬源

計

談 義 源

雛鷺系列瞬小・不・
3isf　ie／o　1　i＞（［　％IN　％

鵬
㈱
鰯

30

81

85

28

35

41

100

．58

26

47

25

13

54

90

94

25

39

46

紙
　
巾
　
高

こ
れ
を
み
る
と
分
る
よ
う
に
、
誤
謬
の
源
が
嘗
該
系
列
内
に
あ
る
も
の
は
類
似
度
が
高
い

ほ
ど
多
く
、
誤
謬
源
が
系
列
外
に
あ
る
も
の
は
蓮
に
類
似
度
が
低
い
ほ
ど
多
い
Q
ま
た
何

庭
か
ら
侵
入
し
て
き
た
か
分
ら
な
い
も
の
も
類
似
度
が
高
い
ほ
ど
多
い
。
そ
し
て
金
膿
を

総
計
す
れ
ぽ
、
類
似
度
條
件
の
攣
動
に
拘
ら
ず
大
膿
一
定
し
て
い
る
。
こ
れ
で
表
面
的
に

は
系
列
内
の
類
似
度
と
再
生
が
塗
然
關
係
が
な
い
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
費
質
上
は
非
常

に
關
点
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
順
序
の
影
響
が
封
蓮
合
法
と
系
列
學
習
法
と
で

異
な
る
こ
と
は
ど
う
論
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
封
符
合
學
習
で
は
、
各
封
が
順
序
を
絶
え

ず
で
た
ら
め
に
攣
え
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
の
に
、
系
列
法
で
は
順
序
は
同
一
を
保
っ
て
い

る
。
故
に
順
序
が
學
習
の
手
掛
り
に
な
る
と
す
れ
ば
、
系
列
學
餐
の
方
が
辮
別
の
手
掛
り

が
多
く
、
類
似
点
に
よ
る
混
同
に
鳴
し
て
抵
抗
力
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
Q
だ
か

ら
系
列
法
で
は
三
筆
學
暫
し
て
も
、
前
同
よ
り
の
系
列
謂
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
少
な

い
。
こ
れ
に
饗
し
て
封
蓮
合
法
で
は
第
一
圃
目
は
系
列
聞
の
影
響
が
全
然
な
い
か
ら
、
系
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列
内
類
似
性
の
條
三
差
の
み
で
霧
生
輩
が
決
定
さ
れ
る
が
、
次
同
か
ら
は
前
壷
の
系
列
か
ら
影
響
を
受
け
易
く
、
系
列
内
類
似
性
の
低
い

も
の
の
再
生
牽
が
次
第
に
低
下
す
る
の
で
あ
る
と
解
繹
し
た
。

　
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
の
こ
の
研
究
は
、
系
列
内
類
似
と
系
列
間
類
似
と
の
關
係
を
盤
系
的
に
考
察
し
た
は
じ
め
て
の
も
の
と
し
て
意
義
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
Q
し
か
し
か
れ
の
系
列
…
間
類
似
性
の
結
巣
は
、
た
ま
た
ま
賢
験
計
叢
を
ラ
テ
ン
方
格
に
組
み
、
同
一
被
験
者
に
三
三
件

の
賢
験
を
や
ら
せ
た
た
め
、
練
習
効
果
を
分
析
し
て
分
つ
た
の
で
あ
り
、
は
じ
め
か
ら
画
塾
的
に
系
列
蘭
の
類
似
性
を
操
作
し
た
も
の
で

は
な
い
。
ま
た
系
列
内
の
類
似
性
と
系
列
閥
の
類
似
性
の
關
係
は
丁
度
逆
比
例
の
關
係
に
あ
る
よ
う
に
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
は
蓄
っ
て
い
る

が
、
こ
の
類
似
は
前
に
も
の
べ
た
よ
う
に
要
素
歪
形
春
駒
な
類
似
で
あ
り
、
し
か
も
資
験
計
叢
上
た
ま
た
ま
そ
の
よ
う
な
關
係
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
く
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
賢
験
の
本
來
の
目
的
は
系
列
内
類
似
度
を
攣
撒
と
し
て
操
作
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
系
列
聞

類
似
度
が
そ
の
從
厩
忌
数
と
し
て
璽
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
一
般
に
系
列
内
類
似
度
が
璽
大
す
れ
ぽ
必
ら
ず
系
列
間
類
似
度
が

減
少
す
る
と
は
言
え
な
い
。
系
列
の
各
項
目
を
要
素
の
組
合
せ
に
よ
つ
て
構
威
す
る
時
、
一
系
列
内
の
各
項
に
な
る
べ
く
同
一
の
要
素
が

重
複
し
な
い
よ
う
に
作
ろ
う
と
す
れ
ぽ
、
必
然
的
に
多
数
の
要
素
を
使
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
の
時
使
用
で
き
る
要
素
の
数
が
、
金
罐
と
し

て
一
定
で
あ
れ
ぽ
、
～
系
列
作
る
度
毎
に
、
吹
の
別
の
系
列
の
要
素
が
前
の
系
列
と
重
複
し
な
い
と
い
う
確
寧
は
減
少
す
る
。
要
素
の
総

数
が
少
数
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
そ
の
影
響
は
早
く
撮
る
。
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
の
使
用
し
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
子
昔
の
組
合
せ
に
よ
る
無
意

味
昔
節
は
そ
の
影
響
が
最
も
強
く
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
系
列
内
類
似
度
と
系
列
聞
類
似
度
は
一
慮
猫
立
し

て
操
作
す
る
可
能
性
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
Q
し
か
も
學
習
や
再
生
を
促
進
す
る
か
禁
止
す
る
か
と
い
う
問
題
で
は
、
爾
者
別
六
に
考
察
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
び
ご

て
い
た
だ
け
で
は
充
分
で
な
く
、
爾
御
影
併
せ
て
考
察
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
最
近
清
水
は
形
容
詞
を
用
い
て
系
列
内
と
系
列
間
の
類

似
性
を
操
作
し
輕
移
や
後
退
禁
止
に
つ
い
て
、
興
味
の
あ
る
結
県
を
得
て
い
る
が
、
ま
だ
明
確
な
結
論
を
出
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
・

　
系
列
内
類
似
性
と
系
列
間
類
似
性
と
は
、
例
え
て
言
え
ば
、
概
念
の
明
晰
と
判
明
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
或
る
概
念
を
再
生
し
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
じ

と
し
た
時
に
、
そ
の
前
後
に
類
似
の
概
念
が
あ
り
、
相
識
に
制
明
で
な
い
時
は
そ
の
概
念
は
よ
く
再
生
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
櫃
念
が

　
　
　
書
難
蟹
學
鶯
に
於
け
る
瀬
似
牲
の
悶
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
九
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誓
學
醗
兜
　
第
四
醒
四
十
｛
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
0

制
明
で
あ
っ
て
も
内
容
が
明
噺
で
な
い
時
は
、
醗
里
馬
羅
と
し
て
．
女
生
で
き
て
も
、
そ
の
内
容
の
細
部
に
蓋
る
ま
で
は
よ
く
畢
生
で
ぎ
な

い
。
こ
こ
に
於
て
、
ま
た
前
に
も
暴
れ
た
再
生
謀
態
の
構
造
が
問
題
に
な
る
。
普
通
に
學
習
の
腰
掛
で
要
求
さ
れ
る
再
生
は
、
系
列
内
の

各
項
目
で
あ
っ
て
、
系
列
金
蘭
の
名
前
で
は
な
い
。
も
し
系
列
金
壷
の
名
前
だ
け
を
再
生
さ
せ
る
よ
う
な
賢
験
身
重
で
あ
れ
ぽ
、
系
列
聞

の
類
似
性
が
少
な
く
て
、
系
列
内
類
似
性
が
高
い
ほ
ど
よ
く
再
生
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
．
し
か
し
系
列
内
の
各
項
が
再
生
さ
れ
る
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
も

は
、
各
項
目
の
選
別
を
妨
げ
る
よ
う
な
高
い
類
似
は
妨
害
的
に
働
ら
く
。
と
こ
ろ
が
學
習
實
験
で
は
被
験
者
は
「
あ
の
系
列
の
各
項
目
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
サ
　
　

再
生
せ
よ
」
と
い
う
課
題
を
與
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
「
あ
の
系
列
」
と
し
て
一
ま
と
め
に
し
て
指
示
で
き
る
た
め
に
は
、
系
列
内
の
各
項

目
が
適
度
の
類
似
性
に
よ
っ
て
領
域
を
形
成
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
の
類
似
性
は
繭
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る

狼
義
の
類
似
性
で
な
く
て
も
、
何
ら
か
の
面
戸
（
蓮
野
性
で
も
よ
い
）
が
あ
れ
ば
よ
い
。
と
に
か
く
一
つ
の
系
列
中
に
お
さ
め
ら
れ
た
各

項
目
が
、
何
か
共
逓
の
基
盤
に
よ
っ
て
膿
制
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ぽ
、
再
生
事
態
に
お
い
て
被
験
者
は
系
列
轡
屋
の
手
掛

り
か
ら
各
項
目
へ
下
り
て
行
き
易
い
。

　
（
註
説
）
　
現
在
明
噺
と
剣
朔
の
意
味
は
、
普
通
に
は
こ
の
逆
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（
例
え
ば
岩
波
哲
墨
小
鰭
典
）
が
、
デ
カ
ル
ト
が
最
初
。
訂
同
①
①
け
象
甲

　
　
　
　
瓢
昌
。
酔
。
と
言
っ
た
時
は
、
む
し
ろ
こ
こ
で
用
い
る
よ
う
な
意
味
に
近
か
っ
た
。
こ
の
語
の
意
味
の
墾
，
蓬
（
∵
フ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
カ
ン
ト
、
ヅ
オ
ル
フ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
　
　
　
ザ
ン
ト
ら
）
に
つ
い
て
は
、
矢
箆
部
千
里
の
「
ウ
エ
ル
ナ
ァ
の
精
温
柔
達
」
六
九
買
一
七
二
買
に
詳
建
さ
れ
て
い
る
。
　
（
以
上
矢
田
部
数
授
の
御

　
　
　
　
敏
示
に
よ
る
）

　
再
生
野
卑
に
於
て
被
験
者
に
與
え
ら
れ
る
手
掛
り
は
上
に
言
っ
た
よ
う
な
、
系
列
金
髄
に
封
ず
る
指
示
で
あ
る
か
、
ま
た
は
系
列
を
代

表
す
る
記
號
で
あ
る
。
こ
の
手
掛
り
が
有
効
に
働
ら
く
た
め
に
系
列
の
各
項
が
バ
ラ
バ
ラ
で
な
く
、
よ
く
区
制
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
も
個
々
の
項
目
は
よ
く
分
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
Q
系
列
外
に
封
し
て
は
全
艦
と
し
て
ま
と
ま
る
た
め
に
各
項

目
の
類
似
性
が
高
い
ほ
ど
よ
い
の
に
、
系
列
各
項
目
闇
で
は
分
化
の
た
め
、
高
く
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
二
つ
の
草
聖
を
継
足
さ
せ
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

れ
ば
な
ら
な
い
Q
こ
の
問
題
は
既
に
別
の
形
で
前
田
が
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
は
コ
フ
カ
が
記
銘
材
料
の
同
質
性
が
記
憶
を
妨
げ



る
一
要
因
で
あ
る
と
言
っ
た
の
に
封
し
、
．
こ
れ
は
個
々
の
項
に
面
す
る
も
の
で
あ
っ
て
系
列
垂
腱
の
記
憶
に
つ
い
て
は
い
え
な
い
こ
と
て

あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
更
に
事
象
の
観
測
を
規
定
す
る
操
作
を
は
な
れ
て
一
律
に
事
象
の
現
象
的
意
義
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ

の
場
合
各
項
の
再
生
で
は
な
く
痕
跡
禮
系
そ
の
も
の
の
有
り
方
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
三
態
で
は
凝
集
効
果
は
か
え
っ
て
學
習
に
有
利
に
は

た
ら
く
で
山
‘
o
ろ
う
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
操
作
は
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
言
う
學
習
又
は
再
生
の
課
題
形
態
に
ひ
と
し
い
。
あ
る
系
列
の
學

習
能
面
や
再
生
能
率
は
、
結
局
こ
の
よ
う
に
し
て
そ
の
系
列
の
盤
制
と
、
そ
の
前
後
の
場
に
あ
る
他
の
系
列
と
の
關
係
に
加
う
る
に
、
何

を
學
習
し
、
何
を
再
生
す
べ
き
か
と
い
う
甲
声
課
題
形
態
の
構
造
な
ど
の
総
論
件
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

四
　
學
習
課
題
形
態
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以
上
、
論
語
學
習
を
主
と
し
て
そ
れ
に
驕
賞
す
る
類
似
性
の
諸
現
象
と
諸
問
題
を
通
覧
し
て
來
た
が
、
こ
れ
ら
の
現
象
を
通
じ
て
最
後

に
い
ま
一
度
二
、
三
の
黙
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
類
似
性
に
よ
る
膿
舟
君
と
、
そ
の
膿
制
が
學
啓
や
再
生
を
促
進
す
る
か
禁
止
す

る
か
と
い
う
こ
と
は
別
の
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
膿
制
化
さ
れ
た
も
の
が
、
學
黙
考
の
到
達
す
べ
き
課
題
の
形
態

と
一
致
す
る
時
は
促
進
が
起
り
、
一
致
し
な
い
時
は
禁
止
が
起
る
。
例
え
ば
ま
ず
あ
る
個
膿
に
旧
説
課
題
が
與
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
こ
れ

こ
れ
の
刺
激
が
與
え
ら
れ
た
時
に
こ
れ
こ
れ
の
無
慮
を
起
す
べ
し
と
い
う
形
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
時
に
ま
ず
そ
の
刺
激
が

他
の
刺
激
か
ら
陸
別
さ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
辮
別
を
妨
げ
る
よ
う
な
刺
激
開
（
系
列
内
）
の
類
似
性
は
鼻
血
を
も
妨
げ
る
。

　
　
　
ハ
ゆ
　
　
　
　
　
つ
ら
　

（
ギ
ャ
ニ
エ
、
森
川
）
反
慮
の
類
似
性
も
同
様
の
妨
害
効
果
が
あ
る
が
、
量
器
は
圭
と
し
て
脅
得
常
習
で
あ
り
、
辮
別
畢
習
は
そ
れ
ほ
ど

要
し
な
い
の
で
、
從
っ
て
類
似
性
に
よ
る
妨
害
も
刺
激
ほ
ど
で
は
な
い
。
し
か
し
刺
激
反
磁
聞
の
類
似
は
課
題
と
な
っ
て
い
る
學
脅
形
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ

と
合
致
す
る
場
合
は
促
進
が
起
り
、
合
致
し
な
い
場
合
は
禁
止
が
起
る
（
ケ
ー
ラ
ー
）
、
學
愚
身
移
の
纂
態
で
は
、
そ
の
學
智
轟
態
が
要
求

さ
れ
て
い
る
反
読
と
、
同
一
又
は
類
似
の
反
磨
を
以
前
に
畢
落
し
て
あ
っ
た
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
祥
忌
は
で
き
る
だ
け
後
の
察
態
に
解
磯
さ

れ
た
方
が
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
以
前
の
反
感
を
議
論
す
る
刺
激
布
置
と
現
在
の
刺
激
布
置
は
で
き
る
だ
け
類
似
し
て
い
る
方
が
、
正
の

　
　
　
雷
語
離
習
に
於
け
る
類
似
性
の
隅
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
一
　
　
，
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葱
嬢
縦
寵
　
鎮
四
百
眼
十
…
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
八
二

客
車
縛
移
は
起
一
9
易
い
。
し
か
し
こ
こ
で
も
渋
意
す
べ
き
こ
と
は
、
同
じ
く
前
門
習
と
後
の
物
質
の
刺
激
も
墨
磨
も
類
似
し
て
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
お
ソ

刺
激
反
雪
間
の
關
係
が
類
似
し
て
い
な
い
時
は
、
甚
し
い
禁
止
の
起
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
馬
牛
皮
犬
猫
虎
鹿
熊
の
系
列
で
、
馬
ー

ウ
マ
、
牛
ー
ウ
シ
、
猿
…
サ
ル
：
：
と
反
堕
す
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
前
學
鷺
が
充
分
に
で
き
て
い
る
が
、
い
ま
こ
れ
を
、
馬
ー
サ
ル
、

牛
i
ネ
コ
、
猿
ー
シ
カ
、
犬
ー
ク
マ
、
猫
ー
ウ
マ
、
虎
ー
ウ
シ
、
論
旨
ト
ラ
、
熊
ー
イ
ス
と
改
め
て
憶
え
る
こ
と
は
非
常
に
園
難
で
あ
り

む
し
ろ
馬
i
ス
ギ
、
牛
ー
マ
ッ
、
猿
ー
ウ
メ
、
犬
ー
カ
キ
、
猫
ー
カ
シ
、
虎
ー
ク
リ
、
鹿
～
キ
リ
、
熊
ー
タ
ケ
と
植
物
名
を
素
餐
と
し
て

憶
え
る
方
が
饗
易
で
あ
る
。
こ
れ
は
封
蓮
合
形
式
の
學
署
が
前
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
　
一
封
毎
の
分
化
を
要
求
し
て
い
る
事
態
で
あ
る
の

に
、
そ
の
學
智
形
態
と
合
致
し
な
い
系
列
金
骸
の
類
似
性
に
よ
っ
て
個
湊
の
反
磨
に
混
観
が
起
つ
た
た
め
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
現
象
は
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旨
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
・
出
）

近
の
、
再
連
合
彗
。
冒
節
謬
の
研
究
（
マ
．
ン
ド
ラ
i
　
∩
｝
●
寓
翁
δ
路
α
一
Φ
さ
　
森
川
）
で
も
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

　
更
に
前
進
、
後
退
禁
止
の
場
含
は
、
以
萬
の
學
習
の
再
生
ま
た
は
再
學
驚
が
要
求
さ
れ
て
い
る
事
態
で
あ
る
か
ら
、
も
と
の
學
習
と
再

生
事
態
の
刺
激
は
で
き
る
だ
け
同
一
又
は
類
似
で
あ
る
方
が
よ
い
。
更
に
原
習
習
の
前
後
に
あ
る
他
の
學
習
と
は
、
そ
の
反
撃
が
原
型
習

の
反
憾
を
強
化
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
刺
戟
は
で
き
る
だ
け
類
似
し
た
方
が
よ
い
が
、
さ
も
な
け
れ
ば
類
似
し
な
い
方
が
よ
い
Q
し

か
し
こ
れ
も
そ
の
時
と
學
習
凄
態
の
意
味
に
よ
り
一
概
に
こ
の
よ
う
に
言
え
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
類
似
性
の
問
題

は
學
習
再
生
形
態
も
し
く
は
學
暫
の
課
題
形
態
と
關
係
づ
け
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
強
堅
さ
れ
る
。

　
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
類
似
性
に
は
、
8
學
習
の
盤
制
化
の
要
因
と
し
て
の
類
似
性
と
、
O
髄
制
化
さ
れ
た

も
の
と
學
習
課
題
形
態
と
の
間
の
類
似
性
と
が
あ
り
、
後
難
口
が
圭
と
し
て
學
習
の
促
進
や
、
妨
害
に
影
饗
す
る
。
前
者
8
は
更
に
同
時
的

な
場
に
働
ら
く
要
因
と
維
…
時
的
な
場
に
働
ら
く
要
因
と
に
分
れ
る
。
同
時
的
な
場
の
類
似
性
と
は
例
え
ば
系
列
内
類
似
性
の
よ
う
な
も
の

で
、
こ
れ
を
フ
ィ
グ
ー
ル
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
他
グ
ル
ソ
ド
的
な
種
汝
の
次
元
に
働
ら
く
類
似
性
が
あ
る
。
糠
時
的
な
場
に
は
た
ら
く
類

似
性
と
は
例
え
ば
系
列
聞
の
類
似
性
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
グ
ル
ン
ド
蘭
な
類
似
性
が
多
く
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の

類
似
性
は
心
理
學
的
な
測
定
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、
定
義
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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　　b）　Repeated　reversal　learning．　1｛itherto　the　lnterproblem　improve－

ment　hab“　been　interpreted　in　terms　oE　the　habit　dominance　theory，　of

the　perseverative　cue　theory　and　the　acquired　distinctiveness　of　cue

theory　（North　60，　61）．　But　we　consider　that　the　interproblem　improve－

ment　rnight　be　interpreted　rather　in　terms　of　the　formation　of　learning

sets，　as　reported　by　Harlow　（26）　in　regard　to　the　discrimination　learning

of　monl〈ey．　Here　also，　furtber　studies　are　needed　to　determine　how　the

learning　set　can　have　the　effect　on　generalization　and　extinct｛on　of　discri－

mination　learning．　’

ri’　imiiarity　Problems　in　Ver｝），a｝　Learaing．

by　Takao　Umemoto

　　In　this　paper，　an　a枕empt　is狐ade　to　pr◎▽ide　a　wide　scGpe　on　the

similarity　problem　in　verbal　learning．　Also　some　ten亡ative　hypotheses

about　these　problems　are　proposed・

　　（1）　Si組ilarity　paradox：

　　The　experiments　and　hyp◎theses　concerni無g　the　Robinson・Skaggs

curve　have　been　crit圭cally　examined　by　the　author．　OsgoGd’s　surface

has　by　no　means　perfectly　resolved　the　similarity　paradox．　Recent　data

show　that　oPPosite　relationship　in　response　words　produces　as　much

effective　transfer　and　re‡roaction　as　si磁ilar　relatio鎗ship．　Also　it　is

found　that　even　when　stimulus　words　are　different　in　two　leam圭ng　situa－

t圭ons，　the　transfer　value　varies　with　the　response　variation．　These　facts

are且ot　consistent　with　the　hypothesis　behilld　Osgood’s　surface．　So　the

author　supports　on　the　whole　Ritchie’s　criticism。　But　the　Iatter　has

not　formulated　a難y　new　hypothesis．　Morikawa’s　hypothesis，　which　we

f智歯supPort，　is　as　follows；the　Robinson－Skaggs　curve凱ay　be　com一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
posed　of　two　di｛壬erent　curves・　The　left　ha廷of　the　curve　represents　a

factor　of　similarity　i熱　acquisition　Iearnin9　◎f　response，　the　right　half

representing　that　o董similarity　in　discrimination　learning　of　stimulus・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



〈2）　Many　dimensions　of　similarity：

　　（a）　Similarity　oi　the　elements　and　that　of　the　whoie．　This　is　trea－

　　　ted　as　a　problem　oti　measurement　unit．

　　（b）　Similarity　of　activity　and　method．　Many　experimental　data　in

　　　this　field　have　been　reviewed　and　their　relat1on　to　incidental　learning

　　　is　discussed．

　　（c）　Similarity　o£　stimulus　and　response．　lt　had　already　been　dis－

　　　cussed　by　the　author　that　stirnulus　words　have　a　£unction　of　a　sign

　　　for　response　words．　Morikawa　showed　later　that　the　intra－list

　　　similarity　has　more　weighted　effect　upon　the　stimulus　side　than

　　　upon　the　response　side，　thus　confirming　the　author’s．

　　（d）　Similarity　and　association：

　　　　　Similarity　as　a　psychological　construct　must　be　defined　by　a　psy－

　　　chological　operation　and　not　by　a　logical　one．　Our　developmental

　　　study　shows　that　the．　concept　of　similarity　and　opposite　is　not

　　　su££iciently　differentiated　in　seven　years　old　children．　Also　it　is

　　　observed　that　many　other　logical　relations，　such　as　cause　and

　　　effect，　genus　and　species，　preduce　the　same　effect　as　similarity．

　　　From　these　considerations，　a　wide　concept　of　cassociationality’　is

　　　proposed　as　a　operationally　de£iniable　conception．

　　（3）　lntra－list　similarity　and　inter－iist　similarity：

　　Underwood’s　data　have　been　reviewed．　While　his　results　concerning

inter－list　similarity　are　incidental　ones，　it　will　be　possib工e　that　the　two

variables，　i．　e．，　inter－list　and　intra－list　similarity，　should　be　rnanipulated

independently．

　　（4）　Similarity　and　inhibition　or　facilitation：

　　It　is　suggested　that　main　factor　that　inhibits　or　facilitates　learning

process　i＄　not　oniy　intra－material　similarity　but　the　similarity　between

material　and　set　or　method．
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