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行
動
の
個
謄
蛮
達
に
猛
て
心
的
諸
機
能
の
登
蓬
的
愛
化
に
速
綾
性
を
問
う
こ
と
は
、
系
統
登
生
の
場
合
と
違
っ
て
問
題
そ
れ
自
身
の
中

に
幾
多
の
腰
瞭
さ
を
も
っ
て
い
る
。
行
動
髄
制
を
異
に
す
る
異
種
属
間
に
機
能
的
連
績
性
を
問
う
こ
と
は
、
確
か
に
問
題
と
し
て
成
立
つ

で
あ
ろ
う
が
、
同
一
編
網
の
生
長
過
程
に
於
て
機
膳
の
不
連
綾
性
を
問
題
と
す
る
こ
と
自
膿
、
牽
強
附
露
な
問
題
提
繊
で
あ
る
と
い
う
観

を
輿
え
ぬ
で
は
な
い
。
部
ち
一
つ
に
は
個
騰
登
蓬
途
上
に
お
け
る
如
何
な
る
機
能
、
特
性
も
或
時
黙
に
突
如
と
し
て
登
生
乃
至
出
現
す
る

筈
は
な
い
と
さ
れ
、
二
つ
に
は
成
長
纂
輯
を
愛
数
と
し
た
或
機
能
の
蛮
蓬
曲
線
が
第
一
圏
の
如
き
経
過
を
と
る
こ
と
は
、
同
一
時
瓢
に
於

て
瞬
一
機
能
に
つ
い
て
二
つ
の
測
定
値
を
う
る
こ
と
に
な
り
、
實
際
的
に
は
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と
さ
れ
る
か
ち
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
こ
の
故
に
例
え
ば
ハ
…
ロ
ッ
ク
の
如
く
、
　
「
身
心
何
れ
の
特
性
も
突
如
と
し
て
登
達
す
る
も
の
は
な
く
、
す
べ
て
出
生
以
前
に
骸
足
し

た
成
長
の
産
物
に
他
な
ら
な
い
。
例
え
ば
乳
歯
の
初
潮
生
も
生
後
一
年
内
に
突
如
と
現
れ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
既
に
胎
生
五
ケ
月
頃
に

そ
の
議
生
を
見
る
の
で
あ
り
、
書
語
の
登
生
も
一
夜
に
し
て
生
ず
る
も
の
で
な
く
、
出
生
時
に
登
せ
ら
れ
る
叫
喚
其
他
の
革
帯
か
ら
漸
次

　
　
　
　
行
動
の
個
膿
薮
淫
に
お
け
る
懇
績
性
の
賜
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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號

ノ
〆
一
等
、

　
教
諭
が
連
績
か
不
連
績
か
の
問
題
の
根
底
に
こ
の
よ
う
な
設
閥
を
明
瞭
に
意
識
せ
ぬ
こ
と
か
ら
、

々
に
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。

れ
ば
ー
ー
測
定
法
に
は
種
々
問
羅
は
あ
る
に
し
て
も
一
…
成
長
時
黙
の
醜
数
と
し
て
と
に
か
く
漣
績
的
な
嚢
蓮
謹
話
と
し
て
表
わ
す
こ
と

が
で
き
る
。
綾
羅
の
始
黙
は
明
ら
か
に
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
登
蓬
過
程
は
漣
績
的
に
表
現
し
う
る
。
こ
の
漁
り
楽
舞
は
蓮
量
的
で
あ

る
と
い
い
う
る
。
し
か
し
そ
の
機
能
を
質
的
に
鹸
御
す
れ
ば
必
ず
し
も
騰
一
と
は
い
え
ず
寧
ろ
多
く
の
場
合
異
っ
た
類
型
を
浅
し
て
い
る
。

從
て
行
動
パ
タ
…
ン
を
質
的
に
み
る
と
き
は
螢
蓬
は
種
々
な
る
パ
タ
ー
ン
の
緩
次
的
出
現
と
し
て
表
現
で
き
、
そ
の
限
り
連
績
酌
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

進
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
成
長
が
矯
め
て
緩
や
か
な
時
期
に
あ
っ
て
は
次
時
期
の
急
速
な
験
達
を
可

能
な
ら
し
め
る
内
部
的
骸
達
が
進
行
し
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
云
々
」
と
い
う
よ
う
な
晃
解
が
廣

く
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
之
に
反
し
行
動
的
嘉
禄
の
本
質
と
し
て
特
に
新
し
い
機
能
の
蓬
成
、
新
し
い
行
動
水
準
（
行
動
原
理
）

の
獲
得
を
重
観
す
る
晃
解
に
於
て
は
、
託
し
い
水
準
に
お
け
る
諸
機
能
の
部
分
が
過
去
に
遡
り
う
る
こ
と

よ
り
も
、
そ
の
機
能
の
全
縢
的
鐙
制
が
異
質
化
す
る
こ
と
を
強
調
し
、
蓮
績
性
に
回
し
て
寧
ろ
異
質
的
不

興
綾
羅
を
唱
え
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
コ
フ
カ
が
嚢
蓬
は
心
警
護
制
の
饗
化
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
ゴ

ー
ル
ド
シ
タ
イ
ン
が
未
登
津
…
心
性
の
具
燈
転
封
象
的
な
る
こ
と
を
抽
象
的
範
疇
的
な
る
成
人
心
性
に
醤
置

し
、
ピ
ア
ジ
エ
が
精
融
毅
達
忙
お
4
9
い
て
原
理
的
に
異
な
る
諸
段
階
を
癌
坐
し
た
如
き
、
す
べ
て
骸
蓮
に
お

け
る
翠
純
な
滞
留
観
の
頂
籏
と
な
っ
た
見
識
で
あ
っ
た
。
御
厳
心
理
畢
に
お
け
る
連
績
不
蓮
績
の
問
題
は

實
に
こ
の
よ
う
な
蛮
蓬
時
粗
に
よ
る
心
的
膿
櫃
の
欝
欝
を
如
粥
に
閥
蓮
づ
け
る
か
と
い
う
設
問
か
ら
生
じ

る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
設
問
を
根
底
に
も
た
な
け
れ
ば
す
べ
て
の
議
論
は
室
論
に
終
始
す
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
，
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
問
題
の
奇
妙
な
す
り
か
え
が
往

そ
の
一
つ
は
こ
れ
を
堂
と
質
と
の
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
郎
ち
行
動
機
能
は
こ
れ
を
量
的
に
測
定
す



　
　
い
。
要
す
る
に
曇
蹄
運
に
お
け
る
連
綾
不
患
畜
の
問
題
は
、
こ
れ
を
量
的
に
見
る
か
質
的
に
黙
る
か
の
耀
逡
に
邊
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ

　
　
る
。
壌
蓬
心
理
學
の
入
門
教
科
書
に
慣
儒
さ
れ
て
い
る
設
明
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
こ
う
い
う
議
論
は
問
題
の
本
質
を
故
意
に
か
無
知
に
よ
っ
て
か
提
腕
し
て
い
る
皮
層
な
見
解
に
他
な
ら
な
い
。
聞
題
は
乱
筆
績

　
　
的
縫
時
的
出
現
と
み
ら
れ
｝
．
9
異
種
の
行
動
パ
タ
…
ン
間
の
龍
駕
的
蓮
績
性
が
如
何
に
解
決
さ
れ
う
る
か
と
い
う
黙
に
あ
る
。
連
績
的
に
衷

　
　
現
さ
れ
る
と
い
う
量
的
蛮
蓬
曲
線
も
、
そ
れ
が
混
一
機
能
に
關
す
る
量
的
蠣
大
で
な
い
限
り
そ
の
本
態
に
総
て
は
欝
欝
的
と
い
う
こ
と
は

　
　
で
き
な
い
。
例
え
ば
わ
れ
わ
れ
は
乳
兜
の
身
膿
移
動
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
翠
位
時
間
内
の
移
動
…
距
離
で
測
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の

　
　
限
り
真
野
曲
線
は
定
量
的
愛
野
を
熱
す
で
あ
ろ
う
が
、
移
動
行
動
様
式
が
こ
ろ
が
り
、
傷
劔
、
ず
り
動
き
、
四
つ
這
い
、
立
歩
き
等
と
攣

　
　
化
し
て
い
る
の
で
は
．
登
達
曲
線
の
蓮
績
樵
は
何
等
移
動
行
動
の
蓬
績
性
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
。
麗
麗
な
ウ
，
，
ン
の
螢
蓬
テ
ス
ト

　
　
で
幼
艶
の
精
嬉
野
蓬
を
測
定
し
た
と
し
よ
う
。
そ
の
検
査
得
黙
は
成
長
と
共
に
㌘
糠
な
増
加
傾
向
を
た
ど
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
そ
の
テ

　
　
ス
ト
項
目
の
機
能
性
は
著
作
老
ビ
ュ
…
ラ
一
、
の
範
疇
に
よ
っ
て
も
年
齢
に
よ
っ
て
次
の
如
く
異
っ
て
い
る
（
第
一
表
）
。
こ
の
こ
と
は
當
該

　
　
年
齢
見
の
精
紳
的
水
準
を
測
定
す
る
の
に
は
こ
の
よ
う
な
問
題
構
成
に
よ
る
の
が
よ
い
と
い
う
省
察
と
受
験
結
果
か
ら
來
て
い
る
こ
と
で

　
　
あ
る
が
、
そ
れ
故
に
男
達
臨
線
の
翠
な
る
連
績
性
は
た
穿
外
見
黒
作
爲
的
な
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
薮
達
曲
線
の
こ
の
外
見
的
連
磁
性
の

　
　
中
に
機
能
的
漣
關
性
を
問
う
こ
と
が
眞
の
漣
績
非
難
績
の
問
題
で
あ
る
。
携
を
こ
の
登
達
検
査
に
と
れ
ば
、
こ
の
検
査
を
構
成
し
て
い
る

　
　
各
テ
ス
ト
熱
望
の
合
絡
摩
、
一
毅
的
に
い
え
ば
或
機
能
パ
タ
ー
ン
の
出
環
肇
を
プ
ロ
ッ
ト
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
議
建
曲
線
を
表
示

　
　
し
う
る
。
漸
翁
、
漸
減
、
凸
型
、
閉
型
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
曲
線
が
夫
々
に
つ
い
て
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
蓮
綾
不
欝
欝
の
閤
題
は
こ
れ

　
　
ら
多
標
の
登
達
曲
線
の
粗
互
の
肖
的
瀾
係
に
　
評
し
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
闘
志
の
す
り
か
え
の
第
二
は
．
評
説
不
連
績
を
逆
蓮
の
停
滞
乃
至
逆
行
と
閾
一
淫
す
る
こ
と
で
あ
る
。
精
紳
機
能
或
は
行
動
パ
タ
ー
ン

　
　
の
理
論
的
墾
蓬
・
醐
線
は
概
し
て
一
次
函
数
乃
至
騒
滋
数
的
愚
行
を
示
す
こ
と
は
周
知
の
遽
り
で
あ
る
が
、
輿
裏
漏
デ
…
タ
に
於
て
は
、
特

　
　
に
特
定
個
騰
の
登
蓮
曲
線
は
、
そ
の
途
中
に
お
い
て
不
規
則
な
停
滞
或
は
凸
凹
を
示
す
こ
と
が
極
め
て
多
い
。
病
難
、
飢
餓
等
の
生
理
的

㎜　
　
　
　
　
行
鋤
の
傭
彊
嚢
遽
に
お
け
る
蓮
綾
性
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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第エ表　ウィン幼児テストの問題構成（％）

　　　　　　感　身　　駄　習　物　道 　
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道
具
利
溺
、
嗣
係
理
解 第

四
翼
七
十
餌
號

連
絡
は
こ
の
場
合
に
も
考
え
ら
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、

現
象
的
に
の
み
考
え
、
從
て
そ
の
原
因
を
直
ち
に
個
燈
の
條
件
に
求
め
る
こ
と
＼
な
る
の
で
あ
る
。

蓮
曲
線
の
連
磁
性
の
中
に
も
連
績
不
連
績
の
問
題
が
存
す
る
の
で
あ
り
、

に
必
ら
ず
し
も
登
蓮
愛
撫
と
の
み
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
十
分
に
統
制
さ
れ
統
計
的
に
検
討
さ
れ
た
蛮
達
曲
線
の
中
に
こ
の
種
の
進
行

を
示
す
も
の
は
極
め
て
多
く
、
寧
ろ
行
動
町
君
の
一
般
的
現
象
と
み
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
知
的
機
能
の
諸
聚
蓮
曲
線
に
お
い
て
は
七
、

八
歳
頃
、
十
、
十
一
歳
頃
に
こ
の
種
の
現
象
を
示
す
も
の
＼
多
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
攣
異
現
象
と
は
み
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
停
滞
乃
至
後
退
が
侮
を
意
味
す
る
か
、
丁
度
そ
の
時
相
に
魑
嘉
す
る
測
定
項
自
が
賭
け
る
た
め
に
起
る
人
爲
的
技

衛
的
な
問
題
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
な
り
た
つ
が
、
更
に
根
本
的
に
は
何
故
適
當
な
測
定
項
図
が
敏
除
す
る
の
か
或
は
せ
ざ
る
を
得
な
い

40

@
指
話
、
環
境
の
急
愛
、
事
件
等
の
環
境
的
條
件
、
其
他
幼
騰
生
活
…
に
お
け
る

　
異
常
な
講
書
が
、
こ
れ
ら
の
登
達
、
過
程
の
経
過
に
攣
勤
を
も
た
ら
す
因
と
な

　
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
登
達
曲
線
の
上
に
あ
ら
わ
れ
る
多
く
の
停
滞
、
逆

　
行
の
現
象
を
こ
れ
ら
の
條
件
に
基
く
も
の
と
み
な
し
、
登
遽
に
お
け
る
不
蓮

　
績
と
は
か
＼
る
異
常
條
件
に
よ
る
攣
化
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
の
も
、
蓮
績

　
不
連
綾
の
眞
の
閥
題
性
か
ら
外
れ
た
も
の
と
晃
な
さ
れ
る
。
勿
論
こ
の
よ
う

　
な
酷
寒
要
因
を
問
う
こ
と
は
そ
れ
自
身
蚕
肺
運
心
理
畢
・
の
重
要
な
閣
冨
題
性
で
は

　
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
験
蓬
の
連
呼
不
蓮
績
聞
題
と
を
岡
一
親
す
る
の
は
、

　
議
達
・
曲
線
は
本
門
理
論
的
一
次
醜
…
数
乃
至
慧
露
数
的
漣
綾
的
進
行
で
あ
る
べ

　
き
で
、
そ
こ
に
停
滞
や
後
退
が
あ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
前
提
に
鹸
り
に
も

　
捉
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
き
に
例
赤
し
た
よ
う
な
数
學
的
な
不

御
足
の
不
連
績
と
は
薮
淫
の
理
論
的
趨
向
の
突
然
の
ブ
レ
ー
ク
を
指
す
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
さ
き
に
も
蓮
べ
た
如
く
、
蛮

　
　
　
　
　
　
又
具
膿
五
部
達
曲
線
の
中
に
現
れ
る
停
滞
乃
至
後
退
現
象
も
常



の
か
と
い
う
こ
と
を
聞
え
ば
、
羅
な
る
測
定
の
技
術
的
問
題
を
越
え
て
、
こ
＼
に
或
る
種
の
機
能
的
な
攣
化
の
有
無
が
問
題
と
な
り
、
こ

れ
ら
の
時
相
間
の
蛮
達
的
連
　
關
が
闇
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
蛮
達
の
蓮
績
不
撃
発
が
貫
の
問
題
性
を
も
つ
て
提
出
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

　
　
　
蚕
達
に
お
け
る
蓮
績
不
蓮
綾
に
喫
す
る
こ
れ
ら
の
問
題
の
す
り
か
え
は
、
畢
党
こ
の
闘
題
を
現
象
的
に
取
上
げ
る
所
か
ら
起
っ
て
い
る
。

　
　
螢
達
曲
線
上
に
現
わ
れ
る
推
移
、
行
動
パ
タ
ー
ン
の
強
化
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
蓮
綾
的
だ
不
蓮
綾
だ
と
記
述
す
る
こ
と
は
、
た
ゾ
叙
滅
～

　
　
の
問
題
で
混
織
を
招
く
だ
け
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
虞
の
問
題
性
を
撲
糊
す
る
黙
で
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
で
こ
の
間
題

　
　
に
灘
す
る
こ
と
は
多
く
の
學
者
が
詣
摘
す
る
通
り
無
意
義
で
あ
る
。

　
　
　
顎
達
心
理
學
に
お
け
る
こ
の
問
題
は
、
さ
き
に
蓮
べ
た
如
く
、
験
蓮
時
根
に
よ
る
心
的
騰
鋤
の
絹
違
を
如
何
に
關
蓮
づ
け
る
か
と
い
う

　
　
設
閣
　
か
ら
出
撃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
設
問
は
既
に
解
答
を
豫
籍
し
た
設
問
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
部
ち
威
長
ず
る
個

　
　
膿
が
、
た
と
え
傘
下
的
攣
化
を
慕
う
と
し
て
も
異
る
個
膿
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
機
建
総
構
に
よ
っ
て
行
動
原
理
が

　
　
異
っ
て
く
る
に
し
て
も
そ
の
問
に
早
知
か
の
蓮
績
を
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
從
っ
て
嚢
蓬
に
よ
っ
て
行
動
の
檬
式
、
行
動
の
原
理

　
　
が
異
質
化
す
る
と
し
て
も
、
異
質
的
蛮
潮
時
根
鞭
互
間
に
飼
等
か
の
蓮
騨
を
解
明
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
邸
ち
蓮
績
を
豫

　
　
期
す
る
の
で
あ
る
。
行
動
の
個
騰
登
蓮
に
お
け
る
出
潮
不
蓮
績
の
問
題
は
、
蓮
綾
か
不
連
績
か
の
問
題
で
は
な
く
、
如
何
に
蓮
績
的
に
行

　
　
動
歯
車
を
究
明
し
う
る
か
の
聞
題
に
他
な
ら
な
い
。
勿
論
、
こ
、
で
漣
績
と
い
う
の
は
必
ら
ず
し
も
数
學
的
な
意
味
で
は
な
い
。
ウ
．
一
ル

　
　
ナ
ァ
は
行
動
登
蓬
に
お
け
る
質
的
連
年
と
は
、
中
間
段
階
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
と
と
も
に
、
経
過
す
る
時
間
の
長
短
に
驕
係
な
く
後
期
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
特
性
を
前
時
期
の
そ
れ
に
還
元
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
以
前
の
行
動
の
タ
…
ム
で
記
遽
で
き
な
い
活
動
の
登
生
　
　
そ
れ
は

　
　
例
え
ば
抽
象
的
機
能
と
い
う
よ
う
な
箪
一
の
活
動
の
無
生
で
あ
っ
て
も
、
或
は
既
存
の
諸
活
動
の
再
豊
富
化
と
か
そ
れ
ら
の
活
動
特
性
間

　
　
の
優
位
性
の
愛
動
な
ど
の
結
果
生
じ
る
新
ら
し
い
活
動
形
態
の
畢
生
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
…
一
…
と
中
間
段
階
の
歓
除
と
を
以
て
不
連

聯　
　
　
　
　
行
動
の
媛
脚
高
蓬
に
お
け
る
蓬
績
性
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
哲
照
㍗
耕
露
逃
　
癬
旗
圏
蒼
七
ぬ
1
照
騨
繭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

562
　
　
綾
と
定
義
し
た
。
い
わ
ば
物
理
學
に
お
け
る
量
子
論
的
な
意
義
に
お
い
て
質
的
不
潔
績
と
し
た
の
で
あ
る
。
行
動
の
験
達
は
ウ
叩
｛
ル
ナ
ァ

　
　
に
よ
れ
ば
分
化
と
前
壷
的
羅
制
化
郎
ち
統
合
と
の
増
大
で
あ
り
、
こ
れ
は
本
來
連
績
的
に
進
行
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
進
行
は
、

　
　
一
方
で
は
漸
次
的
乃
至
突
如
的
な
量
的
菱
蟹
に
お
い
て
、
他
方
で
は
本
書
不
蓮
績
で
あ
る
質
的
愛
化
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
か

　
　
ら
、
験
達
は
常
に
発
狂
不
学
績
の
爾
極
概
念
で
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
さ
き
に
遽
べ
た
量
的
攣
化
は

　
　
蓬
績
的
、
質
的
理
化
は
不
黙
思
的
と
す
る
皮
相
な
見
解
と
は
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
骸
黄
連
關
の
解
明
に
そ
の
問
題
性
を
明
ら

　
　
か
に
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
蚕
淫
時
穣
に
よ
る
構
造
的
絹
遽
（
質
的
類
化
）
を
種
の
突
然
愛
異
に
も
比
す
べ
き
不
連
署
と
し
て
定
義

　
　
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
鞍
覆
が
あ
る
。
ウ
ニ
ル
ナ
ッ
・
麹
身
、
か
＼
る
不
審
績
を
膿
制
的
愛
化
、
或
は
機
諺
問
の
優
位
關
係
の
愛
化
と
し
て
捉

　
　
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
本
來
不
漣
績
の
も
の
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
は
、
岡
じ
問
題
が
學
習
の
領
域
に
お
い
て
も
漣
績
論
不
・
漣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
聖
心
と
し
て
事
わ
れ
し
か
も
現
在
に
お
け
る
大
勢
的
傾
向
と
し
て
謹
選
読
の
方
に
分
が
あ
る
国
粋
か
ら
み
て
も
、
猫
漸
的
な
定
義
と
い
わ

　
　
ざ
る
を
得
な
い
。
議
逡
を
淫
糠
穂
連
跳
の
緋
談
法
的
概
念
に
よ
っ
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
魅
力
的
な
提
書
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
灘

　
粛
々
黒
化
の
中
に
も
欝
∵
四
部
的
翅
翼
蓬
…
關
が
求
め
ら
れ
て
も
よ
い
筈
で
あ
る
。
申
間
段
隣
…
の
存
在
、
前
期
行
動
特
盤
へ
の
還
帰
性
と
い
う

　
　
こ
と
を
螢
濾
的
早
馬
性
の
詣
標
と
す
る
蹴
り
、
膿
髄
早
早
花
の
中
に
は
そ
れ
が
た
と
え
極
め
で
微
少
な
も
の
で
あ
っ
て
も
こ
れ
ら
の
蓮
績

　
性
を
指
摘
し
得
な
い
突
然
愛
器
的
な
も
の
＼
聚
生
が
な
い
と
は
勿
論
豫
想
さ
れ
な
い
。
し
か
し
鎧
制
的
愛
化
を
た
総
身
制
…
的
差
異
と
し
て

　
　
で
は
な
く
愛
北
と
し
て
捉
え
る
こ
と
自
騰
、
或
は
優
位
關
係
の
弁
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
自
膿
、
連
閣
性
に
お
い
て
系
譜
關
係
が
問
わ
れ

　
　
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
う
い
う
漣
關
性
が
あ
く
ま
で
追
求
さ
れ
一
見
不
要
績
と
さ
れ
る
行
動
灘
指
事
を
系
統

　
　
づ
け
る
こ
と
こ
そ
蚕
蓮
心
理
學
の
課
題
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
ド
ヌ
イ
は
不
細
砂
か
ら
連
綾
を
で
っ
ち
あ
げ
る
（
影
”
嵩
に
幽
螢
O
酔
偽
判
①
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
の
が
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
働
き
の
一
つ
で
あ
る
と
極
論
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
課
題
は
強
ち
入
超
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
行
動
の
欄
鷹
饗
生
は
本
妻
蓮
綾
的
進
行
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
そ
れ
が
時
絹
的
に
異
質
的
な
行
動
農
羅
の
饗
轄
で
あ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ

　
た
。
然
ら
ば
こ
の
黒
川
…
翼
豹
簗
化
が
ど
う
い
う
骨
細
的
驚
舗
…
を
彫
成
す
る
か
は
鴬
然
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
り
．
不
語
…
績
の
漣
綾
の
心
事曜



が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ゴ
…
ル
ギ
シ
タ
イ
ン
が
麟
疾
患
を
も
つ
患
者
に
於
て
、
蕉
常
人
の
抽
象
的
範
瞬
的
思
考
七
言
と
は
論
理

的
に
異
な
る
具
膿
的
蚕
豆
的
思
考
態
度
の
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
二
つ
の
態
度
は
原
理
的
に
頼
容
れ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

る
に
其
後
の
研
究
に
お
い
て
綾
羅
野
心
牲
に
お
け
る
知
的
活
動
は
よ
り
多
く
具
贈
…
的
封
象
豹
で
あ
り
、
畿
滅
せ
る
心
挫
に
於
て
は
よ
り
多

く
抽
象
的
範
疇
．
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
原
理
的
に
異
な
る
と
さ
れ
る
こ
の
二
つ
の
思
考
態
度
は
聚
蓮
時
相
の
ど
こ
か
で
交

叉
す
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
騒
疾
患
者
と
正
常
考
と
の
場
合
の
如
く
異
質
的
不
連
絡
と
し
て
封
鷺
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
思
考
態
度
の
南

海
と
し
て
そ
の
蓮
關
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
動
原
理
の
異
な
る
諸
時
期
を
瓢
心
し
な
が
ら
、
そ
の
闘
の
移
行
に
重
大
な
聚
蓬

的
意
義
が
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。

257

　
行
動
議
・
蓬
に
お
け
る
蓮
綾
不
連
績
の
聞
題
は
從
っ
て
、
多
嫌
な
機
能
が
羅
濁
に
或
は
複
錯
し
て
、
量
的
に
或
は
質
的
に
且
多
方
向
約
に

叢
蓬
的
愛
化
を
経
過
し
て
ゆ
く
套
鵜
的
過
程
が
幾
つ
か
の
段
階
的
な
時
期
に
誌
面
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
時
期
が
何
等
か
の
意
腺
に
お
い
て
多

か
れ
少
な
か
れ
行
動
原
理
或
は
鼎
隙
構
的
溝
造
を
異
に
す
る
と
い
う
事
費
の
認
識
に
基
づ
い
て
、
こ
の
時
期
間
の
機
能
的
瀾
蓮
を
聞
う
問
題

に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
段
階
的
時
期
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
、
又
各
時
期
の
機
能
的
特
質
を
ど
の
よ
う
に
分
析
す
る
か
、
蚕
蓬

の
基
礎
に
ど
の
よ
う
な
過
程
を
想
定
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
家
の
晃
解
が
異
っ
て
く
る
の
は
欝
然
で
あ
る
。
誌
家
の
あ
げ
て

い
る
段
階
薮
分
の
若
干
撰
を
見
て
も
そ
の
麺
め
て
臨
々
な
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

（）o N
冠）一r：iij

ま　示
で　標

O
”
な
。

菱
　
　
者

欝
欝
霧

調
尻
（
）
げ

O
翻
．
ご
d
¢
”
詰
の
殴

譲
蓉

一
く
銑
ざ
謬

段
階
の
名
欝
特
徽

第
一
期
の
終
（
初
期
反
射
の
練
習
）
第
二
期
の
始
（
景
初
の
豊
漁
的
頴
窓
、

第
一
期
第
一
相
の
終
（
反
応
）
第
一
一
相
の
始
（
外
界
へ
の
熱
望
）

心
的
活
動
の
藤
芽

「
扱
う
も
の
」
か
ら
「
見
る
も
の
」
へ
の
移
行

純
粋
衝
動
期
か
ら
権
動
期
へ

行
鋤
の
懸
麹
蚕
蓬
に
お
け
る
蓬
績
性
の
闘
題

筒
翼
な
蓼
㎜
摂
）

k
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@
動
ω
婁
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9．

h
．
」
，
ご
幕

　　

@　

@
爾
鉾

第
二
期
の
終
（
獲
得
的
蓮
倉
）
、
志
向
的
感
憂
蓮
動
順
癒
期
の
始
、
第
三
期
（
工
次
的
循
環
反
慮
）

第
一
期
第
三
根
の
始
（
「
，
櫃
む
も
の
篇
）

羅
諮
勝
醗
雛
慰
ム
相
の
始

第
四
期
の
始
（
凝
事
態
へ
の
二
次
的
循
環
反
撃
の
遽
駕
）

第
一
充
實
期
の
始

乳
兜
期
の
絡
、
知
的
教
訓
、
始
原
期
の
終

嵐
門
サ
ジ
ス
ム
期
の
始

第
一
期
瞬
化
期
の
終
（
根
原
鱈
頼
）
、
第
二
期
脇
門
期
の
始
（
霞
律
、
自
尊
を
損
ず
る
こ
と
な
く
麹
潮
）

第
六
期
の
始
（
第
三
次
循
環
反
癒
の
内
的
結
含
に
よ
る
手
段
鶴
見
、
慈
畳
蓮
動
的
知
能
の
完
熟
）

紅
門
サ
ジ
ス
ム
期
の
終
、
尿
道
期
の
始

實
行
的
習
得
期
の
終
、
嘗
語
口
の
始

前
機
念
的
象
徴
的
思
考
の
始
（
第
七
期
）

蘇
海
蘭
総
覇
第
三
綴
霧
戴
の
後
編
垂
學
轟
釜
第
愛
欝
欝
主
義
）

第
二
情
動
期
の
始
（
第
一
張
情
期
）

灘
籔
講
の
鷺
．
、
海
㎎
獲
得
期
の
穫
顎
展
的
総
ム
．
段
階
の
終
自
機
的
蓮
動
の
親
織
化
段
階
の
璽
霞

鍵
羅
糊
魏
期
皇
期
の
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
磁



　
極
め
て
筋
々
の
捉
え
か
た
が
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
年
齢
示
標
に
お
い
て
大
越
の
一
致
を
み
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
避
走
的
段
墜

が
實
在
性
を
も
つ
こ
と
の
謹
左
と
も
み
ら
れ
る
。
登
蓮
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
段
階
的
二
分
が
實
在
性
を
も
つ
と
み
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず

そ
の
特
徴
の
記
述
に
お
い
て
薩
々
で
あ
る
こ
と
は
前
面
の
如
く
そ
の
機
能
的
特
性
の
質
的
分
析
が
必
ら
ず
し
も
一
致
し
た
客
観
的
睨
黙
か

ら
な
さ
れ
ず
、
又
心
確
の
根
本
的
原
理
が
そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
も
つ
融
解
の
下
に
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
從
っ
て
、
骸
達
連
蘭
に

關
し
て
も
一
致
し
た
兇
解
が
得
難
い
こ
と
は
當
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
蓮
績
不
漣
績
に
溶
し
て
も
行
動
…
機
能
の
客
槻
的

蓮
痔
に
蘭
す
る
デ
ー
タ
に
基
づ
く
よ
り
も
、
著
者
の
前
提
的
蛮
蓮
親
に
よ
っ
て
庭
理
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。

　
　
行
動
蛮
蓬
の
解
明
に
は
、
例
え
ば
ピ
ア
ジ
ェ
の
す
ぐ
れ
た
業
績
に
み
る
如
く
、
綿
密
な
臨
床
的
凝
察
と
質
的
分
析
が
極
め
て
重
要
な
こ

　
と
は
い
う
を
倹
た
な
い
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
行
動
は
常
に
蛮
薮
蚊
に
深
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
連
瀾
を
特
に
問
題
と
す
る
よ
う

　
な
場
合
、
ど
の
行
動
類
型
を
ど
の
行
動
類
型
に
結
び
つ
け
る
か
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
精
融
的
邉
程
の
い
く

　
　
つ
か
の
特
徴
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
規
定
し
て
、
そ
れ
が
兜
童
の
成
長
に
つ
れ
て
い
つ
頃
現
れ
て
く
る
か
を
槻
察
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
成
長
に

　
　
つ
れ
て
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
て
く
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
十
分
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

　
規
定
し
た
精
糖
的
徴
標
が
そ
れ
以
前
の
行
動
と
無
量
係
に
突
然
登
生
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
ず
、
そ
こ
に
機
能
早
戸
の
悶

　
題
が
生
じ
る
と
す
れ
ば
、
新
し
い
行
動
的
特
徴
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
規
定
し
た
行
動
分
類
表
の
あ
る
種
類
の
も
の
＼
み
の
構
造
的
攣
化
と
し

　
　
て
だ
け
は
考
え
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
さ
き
に
あ
げ
た
思
考
的
態
度
の
攣
化
の
如
き
も
、
そ
れ
は
確
か
に
思
考
の
様
式
原
理
の
上
で
の
愛
化

　
　
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
磁
化
が
起
る
た
め
に
必
要
な
登
蓬
連
關
と
、
た
穿
限
ら
れ
た
特
徴
の
上
で
定
義
さ
れ
る
思
考
活
動
の
み
に

　
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
理
由
は
な
い
。
そ
の
限
り
で
は
恐
ら
く
そ
こ
に
蓮
綾
的
解
明
は
不
可
能
な
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る

　
時
期
の
思
考
的
活
動
は
そ
の
時
期
の
諸
機
能
が
特
に
思
考
と
い
う
領
域
に
於
て
具
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
時
期
の
思
考
的
活
動
が
ま

　
　
た
そ
の
時
期
の
諸
機
能
の
上
に
な
り
た
つ
も
の
と
す
れ
ば
、
思
考
活
動
の
登
蓮
的
連
關
開
は
思
考
と
い
う
領
域
内
の
現
型
的
連
關
で
は
な
く
、

鵬　
　
　
　
　
行
鋤
の
個
髄
、
機
蓬
に
お
け
る
蓬
績
牲
の
閥
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
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新
し
い
愚
考
形
態
に
参
加
す
る
原
型
的
連
關
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
複
雑
な
髄
講
的
連
関
で
働
く
心
理
的
機
能
に
つ
い
て
、
こ

　
　
の
よ
う
な
原
型
的
蓮
聡
を
た
穿
嬉
野
や
質
的
分
析
で
解
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
至
難
の
こ
と
＼
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殊
に
、
精
紳

　
　
的
過
程
に
濁
特
と
考
え
ら
れ
て
い
る
諸
機
能
が
低
次
の
機
能
と
密
接
な
連
關
を
も
ち
、
且
そ
の
上
に
形
成
饗
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え

　
　
る
場
合
、
そ
の
脚
達
蓮
瀾
は
機
能
の
極
め
て
未
分
化
な
乳
幼
兜
の
行
動
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乳
幼
兜
が
示
す
行
動

　
　
は
導
入
の
行
動
の
分
類
嚢
で
は
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
乳
幼
心
の
行
動
の
も
つ
意
味
は
成
人
の
そ
れ
か
ら
直
ち
に
は
類
推
す
る

　
　
こ
と
が
で
き
な
い
。
乳
幼
兜
の
恩
考
と
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
行
動
を
分
析
し
、
成
入
の
そ
れ
と
比
較
し
、
そ
こ
に
麹
等
か
の
無
異
を
求
め

　
　
得
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
行
動
に
封
ず
る
蓮
蘭
的
な
解
織
で
あ
っ
て
、
事
實
的
な
漣
瀾
が
捉
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
岡

　
　
じ
こ
と
は
年
齢
を
異
に
す
る
乳
幼
兜
の
行
動
相
互
問
に
も
い
え
る
。
客
…
観
的
に
わ
れ
わ
れ
が
行
動
の
も
つ
意
味
を
知
る
に
は
、
そ
の
行
動

　
　
の
生
起
す
る
状
況
と
の
…
青
馬
で
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
一
の
図
心
的
或
い
は
實
験
的
状
況
を
と
っ
て
そ
こ
で
の
行
動
の
襟
帯
を

　
　
審
か
に
し
、
成
長
の
異
な
る
諸
時
期
に
つ
い
て
比
較
す
る
こ
と
が
登
達
研
究
で
鶏
舎
に
と
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
状
況
が
鰐
じ
で

　
　
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
働
く
心
理
的
機
能
も
岡
じ
範
瞬
で
考
え
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
＼
に
玉
響
蓮

　
　
蘭
の
研
究
の
方
法
上
の
困
難
な
黙
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
蓮
常
行
な
わ
れ
て
い
る
登
達
の
質
的
分
析
は
、
こ
の
困
難
を
超
服
せ
ず
に
現
型

　
　
的
比
較
に
よ
る
解
繹
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
生
後
一
年
離
後
の
嬰
晃
は
小
さ
い
立
方
灘
の
積
木
を
二
つ
積
む
こ
と
が
で
き
る
。
年
年

　
　
ほ
ど
後
に
は
同
じ
状
況
で
三
ケ
積
む
こ
と
が
で
き
る
。
　
一
年
ほ
ど
後
に
は
照
ケ
積
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
巧
緻
さ
の
饗
淫
は
現
型

　
　
的
に
は
同
じ
行
動
の
愛
化
と
簸
、
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
一
年
兜
の
積
木
と
二
年
掌
兜
の
積
木
と
は
機
能
的
に
は
為
論
然
別
で
あ
り
、
原
型
的

　
　
に
は
異
種
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
謹
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
行
動
登
達
に
お
け
る
蓮
綾
不
弁
績
の
問
題
が
膿
制
的
愛
煙
に
お
け
る
頚
逮
の
連
閥
の
聞
取
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
機
能
的
關
蓮
が
麺
常

の
行
動
分
類
の
範
疇
で
は
捉
え
難
い
事
椿
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
い
う
機
能
的
蓮
蘭
を
ど
う
い
う
風
に
し
て
確
か
め
る
か
と
い
う
こ
と
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が
一
つ
の
大
き
な
聞
題
で
あ
ろ
う
。
状
涜
が
同
一
で
あ
る
か
ら
機
能
的
に
も
同
一
と
は
い
え
ず
、
異
な
る
状
況
に
お
け
る
行
動
も
機
能
的

に
は
同
一
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
間
の
蘭
係
を
何
等
か
の
手
段
で
確
か
め
な
い
限
り
、
雪
曇
も
不
興
隆
も

問
題
と
は
な
る
ま
い
。

　
直
接
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
取
扱
わ
れ
た
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
古
く
か
ら
議
論
さ
れ
て
來
た
知
能
の
憶
常
性
の
…
問
題
は
、
　
一
面
こ

の
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
知
能
の
燈
常
性
は
具
燈
的
に
は
知
能
指
数
の
恒
常
姓
と
い
う
形
で
争
わ
れ
た
。
鄭
ち
摺
雛
の
知

的
機
能
は
．
阪
畏
と
共
に
愛
化
向
上
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
黒
瀬
の
知
的
機
能
の
水
準
の
個
膿
差
は
概
常
で
あ
る
と
い
う
假
定
が
、
知
能
測

定
法
の
妥
理
性
と
共
に
長
い
論
議
の
串
心
で
あ
っ
た
。
こ
の
假
定
の
中
に
は
、
知
能
が
種
々
の
特
殊
な
機
能
を
含
む
に
し
て
も
根
本
的
に

は
全
家
の
水
準
を
定
め
る
一
般
因
子
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
一
髪
因
子
の
賦
輿
率
は
陰
縫
に
よ
つ
て
燈
常
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
、
知
的
濡
動
は
蛮
達
美
に
攣
化
し
て
も
基
本
的
な
一
般
困
子
に
お
い
て
薮
鴬
的
要
望
…
を
な
し
て
い

る
と
い
う
思
慕
が
存
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
一
二
人
に
つ
い
て
時
期
を
異
に
す
る
再
検
査
相
蘭
が
箆
較
嵩
高
い
こ
と
か
ら

こ
の
假
設
は
検
議
せ
ら
れ
る
と
す
る
デ
…
タ
が
覆
め
て
多
か
っ
た
。
我
が
國
に
お
い
て
簸
も
信
頼
さ
れ
て
い
る
鈴
木
治
太
鄭
，
氏
の
ビ
ネ
…

検
査
法
に
よ
る
再
検
査
養
料
で
は
一
…
5
年
を
隔
て
、
1
0
～
の
差
異
5
以
内
の
も
の
、
7
8
％
、
7
以
内
な
ら
8
4
α
－
o
、
1
0
繁
多
の
攣
動
を
許

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

す
な
ら
ば
9
3
鰯
7
0
近
い
一
致
率
が
示
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
環
境
の
激
攣
に
よ
る
著
し
い
I
Q
の
攣
動
を
記
載
し
た
研
究
も
少
な
く
な
い
け
れ

ど
も
知
能
検
査
の
再
検
査
の
統
計
的
な
デ
ー
タ
は
、
多
く
I
Q
の
恒
常
傾
・
阿
を
支
持
す
る
と
見
ら
れ
て
よ
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
は
多
く
の
場
ム
ロ
比
麟
…
的
一
短
期
闇
一
（
孚
年
乃
至
一
年
）
に
お
け
る
匝
U
輪
桝
査
で
・
あ
り
、
且
傭
州
的
水
準
・
の

比
較
的
安
定
し
た
學
童
期
し
か
も
學
童
後
期
で
の
デ
…
夕
が
多
い
。
個
人
の
成
長
の
比
較
的
長
い
期
聞
に
亙
っ
て
の
追
跡
的
な
再
検
査
の

デ
ー
タ
は
薇
め
て
乏
し
ノ
＼
ベ
イ
レ
イ
の
提
燈
す
る
デ
ー
タ
は
そ
の
黙
で
貴
重
で
あ
る
。
彼
女
は
四
十
名
の
兇
童
に
つ
い
て
生
後
一
ケ
月

か
ら
十
・
八
蔵
に
至
る
ま
で
多
、
の
聞
ご
一
十
八
回
に
亙
り
追
跡
的
に
知
能
測
定
（
六
歳
以
前
は
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
や
乳
幼
見
テ
ス
ト
、
六
歳
以
後

は
ビ
ネ
ー
テ
ス
ト
）
を
行
っ
た
。
種
々
の
年
齢
水
準
に
お
け
る
テ
ス
ト
闘
の
相
卸
値
の
一
部
を
第
2
圃
に
隣
示
し
た
。
年
齢
間
隔
が
開
…
く

　
　
　
　
行
動
の
鱗
灘
験
淫
に
お
け
る
蓮
績
姓
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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第2表

瓦器蒔翻・灘犠
O－llJij　40　．56　．408

12＿33月41．55．413縮

24－35月　21　．82　．549

第2躍　最初のテストと後績追跡テストとの相閣
　　　　　　　　　　　　　　（N．　Bay－ley）

1．00

．　80

．　6e

脹

TTT『
　1　　［

｛
一“ う

第
饅
薫
七
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

　
　
　
隠
　
　
　
　
ほ
ど
相
關
は
減
少
す
る
け
れ
ど
も
、
學
童
期
以
後
は
か
な
り
よ
く
一
致
し
て
い
る
が
、
四
歳

　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
際
以
前
特
に
乳
量
期
の
測
定
値
は
後
の
狂
騒
準
と
舗
が
あ
る
と
は
い
・
殺
い
。
こ
の
結
果

　　

@　

@　

ﾃ
瞭
。
チ
ク
、
ア
。
ダ
ー
ソ
ン
、
グ
ッ
ー
ア
ナ
、
。
マ
ウ
．
フ
。
ら
の
一
ア
多
と
も
薮
し
イ
」
い

　
　
　
　
　
　
、
踵
　
る
。
　
（
三
歳
以
薗
の
テ
ス
ト
を
五
蔵
以
後
の
W
I
S
C
テ
ス
ト
と
比
較
し
た
マ
ッ
ク
レ
イ
の

　
　
　
　
　
　
1
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
　
　
　
　
1
2
　
デ
…
タ
は
2
表
の
如
く
、
何
れ
も
信
頼
水
準
に
建
す
る
相
呼
値
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
例

　
　
　
　
　
　
だ

　
　
　
　
　
　
一
。
灘
外
的
な
結
果
が
僧
に
よ
る
か
隣
ら
か
で
は
な
い
。
恐
ら
く
再
検
査
期
間
が
比
較
的
短
か
い
こ

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
8
　
と
、
特
に
優
秀
な
晃
童
が
選
ば
れ
た
こ
と
な
ど
が
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
勿
論
べ

　
　
　
　
　
　
6
7
年
イ
レ
イ
の
デ
ー
タ
で
も
既
に
二
歳
に
お
け
る
テ
ス
ト
は
五
歳
以
後
の
テ
ス
ト
と
9
窃
程
度
の

　
　
　
　
　
　
5

　
　
　
　
　
　
　
　
相
　
關
を
示
し
て
お
り
知
能
水
準
の
相
嘗
の
安
定
度
を
示
し
て
い
る
か
ら
必
ず
し
も
マ
ッ
ク
レ

　
　
　
　
　
　
4

　
　
　
　
　
　
．
。
　
イ
の
デ
ー
タ
を
著
し
く
例
外
的
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
）

　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
1
　
　
こ
れ
に
よ
つ
て
も
し
知
能
の
一
般
因
子
の
骸
定
が
承
認
せ
ら
れ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
主
と

　
　
　
　
　
　
◎

4
　
。
．
　
0
　
2
　
　
し
て
四
歳
以
後
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
ホ
フ
ス
テ
ッ
テ
ル
は
ベ
イ
レ
イ
の
無
料
を
用

　
　
　
　
　
　
「

関
　
　
　
　
　
　
　
い
て
T
テ
ク
ニ
ク
に
よ
る
因
子
分
析
を
行
い
、
最
初
の
ニ
ケ
年
間
、
二
歳
か
ら
照
歳
の
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

四
歳
以
後
の
全
領
域
に
そ
れ
ぞ
れ
主
要
な
負
荷
を
示
す
一
二
つ
の
霞
子
を
．
抽
出
し
た
。
勿
論
か
＼
る
捻
子
が
抽
出
さ

　
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
知
能
測
定
を
す
る
テ
ス
ト
構
成
が
遽
う
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
が
、
斯
る

テ
ス
ト
簿
成
が
た
と
え
入
工
的
で
あ
る
に
し
て
も
そ
の
時
期
の
知
的
活
動
を
測
定
す
る
代
表
的
な
も
の
と
し
て
吟

味
さ
れ
選
揮
さ
れ
て
い
る
限
り
、
乳
児
と
學
童
と
の
機
能
の
種
類
を
明
確
に
謹
分
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。
1
Q
の
恒
常
性
に
よ
る
知
能
の
機
能
的
連
繋
は
、
學
童
期
以
後
に
お
い
て
こ
そ
一
般
因
子
に
よ
る
連
綾

は
ご
慮
承
認
さ
れ
る
に
し
て
も
、
初
期
の
行
動
的
水
準
と
の
問
に
は
必
ず
し
も
蓮
績
を
想
定
し
難
い
と
い
わ
な
け



　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
骨
壷
期
以
後
一
般
に
一
Ω
の
恒
常
性
が
承
認
さ
れ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
一
般
因
子
の
値
常
を
直
ち
に
保
書
す
る
も

　
　
の
で
は
な
い
。
バ
ー
ト
は
嘗
て
標
準
教
育
テ
ス
ト
を
八
歳
十
歳
十
二
歳
と
二
年
等
長
に
同
一
兇
童
に
つ
い
て
三
圓
行
い
一
般
因
子
の
負
荷

　
が
夫
々
ζ
月
曽
ピ
。
。
9
ρ
培
辱
G
。
と
減
少
す
る
こ
と
を
み
た
が
、
こ
の
結
果
か
ら
教
育
効
果
を
除
去
す
る
た
め
こ
れ
を
心
理
學
的
テ
ス
ト
に

　
　
つ
い
て
試
み
た
。
同
一
被
験
者
に
つ
き
九
一
一
〇
歳
と
帰
三
一
鴎
四
歳
の
四
年
間
隔
…
で
二
丁
の
テ
ス
ト
を
行
い
、
姻
關
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
群
因
子
分
析
法
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
や
は
り
、
雨
測
定
間
に
一
般
因
子
の
減
少
、
群
因
子
の
増
大
を
見
た
。
即
ち
知
能
登
達
は
一
般

　
繭
子
負
荷
が
減
少
し
、
特
殊
な
因
子
の
分
化
が
増
大
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
住
田
勝
美
氏
は
、
同
一
地
域
の
小
學
生
（
三
年
、

　
五
年
）
と
中
學
生
（
一
年
）
の
三
グ
ル
…
プ
の
テ
ス
ト
結
果
を
爾
極
分
析
、
及
び
群
因
子
分
析
法
で
分
析
し
比
較
し
、
何
れ
の
場
合
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
高
學
年
ほ
ど
群
動
子
負
荷
は
増
大
す
る
が
、
　
一
般
因
予
負
荷
は
滑
々
憧
常
を
保
つ
と
し
、
　
一
般
因
子
の
減
少
読
に
反
面
し
て
い
る
。
こ
れ

　
ら
の
テ
ス
ト
は
種
々
の
問
題
で
構
域
さ
れ
て
い
る
。
全
農
と
し
て
知
的
水
準
を
測
定
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
内
容
は
極
め
て
多
様
で
あ
る
。

　
標
準
化
さ
れ
た
知
能
検
査
と
て
事
情
は
難
じ
で
あ
る
。
一
般
玉
子
と
い
う
も
の
は
テ
ス
ト
の
構
造
を
軍
純
化
す
る
…
一
驚
ち
テ
ス
ト
を
構

　
成
す
る
幾
つ
か
の
因
子
の
う
ち
、
或
る
一
つ
の
因
子
に
大
な
る
因
子
負
荷
董
を
も
つ
テ
ス
ト
は
他
の
因
子
に
指
し
て
は
小
さ
い
負
荷
量
を

　
も
つ
換
言
す
れ
ば
す
べ
て
の
函
子
負
荷
量
の
分
散
が
最
大
で
あ
る
よ
う
に
と
い
う
條
件
の
下
に
、
特
定
の
同
じ
因
子
に
各
テ
ス
ト
の
大
き

　
な
転
子
負
荷
量
が
集
中
す
る
と
い
う
こ
と
一
け
れ
ど
も
、
因
子
そ
の
も
の
を
軍
純
化
す
る
も
の
で
は
な
い
（
ス
ピ
『
、
マ
ン
の
一
般
寄
子

　
が
栢
瀧
行
列
の
第
一
小
行
列
式
を
0
と
置
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
今
日
も
は
や
論
争
の
域
を
脱
し
て
い
る
）
。
だ
か
ら
、
一
般
因
子
の
負

　
荷
が
年
齢
水
準
に
よ
っ
て
異
る
と
か
異
ら
ぬ
と
か
は
、
軍
純
な
テ
ス
ト
構
成
で
各
年
齢
水
準
の
網
關
行
列
を
蔽
う
こ
と
が
で
き
る
か
否
か

　
　
で
あ
っ
て
、
因
子
そ
の
も
の
が
年
齢
水
準
に
拘
ら
ず
等
質
的
翠
純
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
因
子
構
造
そ
の
も
の
＼
畢
純
性
を
宿
雪
的
工
、
デ
ル
に
よ
っ
て
客
槻
的
に
庭
配
す
る
こ
と
は
、
現
在
因
子
分
析
理
論
に
お
い
て
解
決
を
急

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
が
れ
て
い
る
焦
摺
の
問
題
で
あ
り
、
高
度
の
電
子
計
算
機
の
出
現
と
粗
挨
っ
て
種
々
の
ク
ラ
イ
テ
リ
オ
ン
が
試
案
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に

632　
　
　
　
　
　
行
動
の
懸
膿
敬
達
に
お
け
る
漣
績
盤
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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第3表　各年齢における閣

　　　　子と墾均李方負荷量
　　　　（1）．　Baiinsky）

哲
學
研
究
　
篤
曜
冨
七
や
麟
號

．
、
一
　
2
5
　
1
2
　
5
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3
6
　
1
3
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β
　
」
　
詑
　
d
　
．
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J

　
　
諸
諸
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麹
細
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
關

子
　
　
　
　
　
轡
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傭
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輪

B
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B

　
・
．
3
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に
安
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す
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わ
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ゆ
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ぬ
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る
と
い
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こ
と
は
電
険
で
あ
る
。 o

ラ

ツ

シ

レ

イ

も

論
じ

た

如（
く讐

　te

・饗

蓮
的
蓮
讐弓

畷

IJr

25一一29ty’

C（鷲轡關係）・l13

才　A（作

　　B儒
　　C（不

　　A（雷

　　B（紀

35一騒才

50－59z’

業）．123

　　．1蔓5

瞬）．098

語）．OS9

憶）．蝕9

C（解決の限定）・199

D（｛〆詳

A（詑

B鮮

A儲
B　（一一一一

C（作

業）．玉53

憶）。112

業）．201

語）．129

理）．169

般）。2｛｝3

　　。王96

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
麗

よ
つ
て
所
謂
門
，
膿
綱
し
と
か
「
全
膿
性
」
と
か

「
ヒ
エ
ラ
ル
キ
…
」
と
か
い
わ
れ
て
い
る
全
燈
的

連
關
が
因
子
問
の
三
層
的
三
三
構
造
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
B
が
期
待
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
今
日
の
段

階
で
は
ま
だ
そ
れ
を
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
一
Ω
の
懐
常
性
が
一
般
…
囚
子
に
基
づ
き
、
　
一

声
因
子
負
荷
の
慨
常
性
に
よ
っ
て
知
的
水
準
の
蚕

蓬
的
蓮
蘭
の
問
題
が
解
決
す
る
と
い
う
考
え
か
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
骸
蓮
的
蓮
驕
を
考
え
る
時
基
底
的
な
箪
一
過
程
の
経
始
の
み
を
假
律
す

の
み
な
ら
ず
基
底
的
に
考
え
ら
れ
る
箪
一
一
般
阪
子
の
春
画
性
が
保
讃
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
一

般
茜
子
の
負
荷
の
撹
常
盤
を
も
つ
て
、
豪
逡
的
に
不
漣
綾
で
な
い
と
は
い
え
な
い
。

　
ヴ
ェ
ッ
ク
ス
ラ
ァ
・
ベ
ル
ヴ
ュ
テ
ス
ト
や
ビ
ネ
ー
テ
ス
ト
を
矯
い
て
年
齢
の
異
る
各
水
準
の
知
能
測
定
結
果
に
多
玉
子
分
析
法
を
試
み

た
研
究
が
い
く
つ
か
報
告
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
バ
リ
ン
ス
キ
ー
は
九
歳
、
一
二
歳
、
一
五
歳
、
二
五
…
⊥
一
九
歳
、
三
五
一
四
四
歳
、
五

〇
一
五
九
歳
の
六
年
齢
水
準
・
に
つ
い
て
の
ヴ
ェ
ッ
ク
ス
ラ
…
ノ
テ
ス
ト
に
サ
ー
ス
ト
ン
の
多
m
囚
子
分
析
を
行
っ
た
。
こ
の
テ
ス
ト
は
丁
合
干

魚
的
検
査
と
作
業
的
槍
査
と
の
麗
会
せ
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
爾
種
類
の
バ
ッ
テ
リ
…
に
餐
々
共
癒
す
る
爾
女
子
が
大
き
く
紬
出
さ
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
バ
リ
ン
ス
キ
…
の
結
果
は
第
3
表
の
如
く
、
年
齢
水
準
に
よ
っ
て
因
子
の
数
や
そ
の
負
荷
的
意
義
が
一

様
で
な
く
、
テ
ス
ト
閉
の
關
係
の
意
味
が
必
ず
し
も
懸
じ
で
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
九
歳
に
あ
4
9
い
て
は
作
業
検
査
は
一
般
三
子
的
意
義
を

も
ち
、
高
齢
に
お
い
て
は
書
斎
検
査
が
一
毅
園
子
的
意
義
を
も
つ
て
い
る
。
騒
予
負
荷
量
の
愛
遷
か
ら
見
る
と
き
、
九
歳
で
は
作
業
検
査

群
を
包
括
す
る
一
般
継
子
が
大
き
く
各
テ
ス
ト
に
縁
由
し
、
言
語
穣
査
群
は
寧
ろ
特
殊
盤
を
も
つ
の
に
、
　
｝
二
歳
以
後
で
は
寧
ろ
言
語
検
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査
群
の
負
荷
が
大
き
く
、
次
第
に
一
般
露
子
性
を
大
に
し
て
い
る
。
　
一
般
孟
子
が
嘉
定
的
な
翠
一
基
底
因
子
と
し
て
で
な
く
．
テ
ス
ト
の

構
造
を
華
純
化
す
る
た
め
に
生
じ
易
い
（
特
に
初
め
の
鰹
子
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
に
一
般
因
子
を
生
じ
易
い
條
件
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
）
共

通
因
子
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
斯
る
多
因
子
分
析
法
に
よ
る
結
果
の
意
義
は
明
瞭
で
あ
る
。
又
改
訂
ス
タ
ン
フ
ォ
…
ヂ
ビ
ネ
ー
テ
ス

ト
を
周
い
て
七
歳
九
歳
一
一
歳
一
三
歳
の
四
年
齢
水
準
に
つ
い
て
同
じ
く
多
因
子
分
析
を
行
っ
た
ジ
ョ
ン
ズ
の
結
果
は
第
4
表
の
如
く
圏

　
　
　
（
1
6
）

示
さ
れ
る
。
嬢
子
の
意
義
は
各
年
齢
水
準
に
於
て
そ
こ
に
負
荷
大
な
る
テ
ス
ト
の
相
互
脚
質
か
ら
、
夫
々
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
同
じ

第4表　各年齢水準における因子名と根封的弓輿量

　　　　　　　　　　　　　　　（L．　V’．　Jones）
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　護己　憶

　視糖化
　究
　無理H
一（彗耀・一

雫
均
第
方
鶴
子
寄
無
ハ
量

行
鋤
の
億
膿
骸
蓮
に
お
け
る
蓬
績
盤
の
問
題

獲 余残 余

・co
．
η
ノ

9
．
1
1
　
年

13

名
穣
…
表
口
を
用
い
ら
れ
て
い
て

も
必
ら
ず
し
も
同
じ
内
容
で
は

な
い
。
殊
に
七
歳
と
九
蔵
の
書

語
因
子
と
推
理
霞
子
は
二
歳

一
三
蔵
の
爾
閣
子
と
そ
の
・
軍
容

で
異
な
る
こ
と
は
ジ
ョ
ン
ズ
露

身
も
油
意
し
て
い
る
。
　
一
般
因

子
で
あ
れ
多
瞬
子
で
あ
れ
、
そ

れ
は
各
テ
ス
ト
の
共
通
性
の
大

小
が
各
　
凶
子
に
猟
ハ
え
る
歪
み

廣
亀
＼
蕊
の
相
聾
、
的
な
大
き
さ
に

依
存
す
る
こ
と
で
、
本
質
的
に

は
蔓
ら
な
い
。
異
な
る
年
齢
水

準
に
お
け
る
知
的
機
能
の
園
子

　
　
一
五
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瓠
扁
黒
ず
研
究
　
　
第
閃
剛
｝
罵
七
十
四
鋳
踊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
轟
ハ

室
間
が
籾
互
に
ど
ん
な
關
係
に
あ
る
か
が
謹
明
さ
れ
な
い
限
り
嚢
類
纂
關
係
に
つ
い
て
は
物
が
い
え
な
い
。

　
わ
れ
わ
れ
は
既
に
乳
兇
の
行
動
蛮
達
に
篤
し
て
、
多
数
児
童
の
纏
績
的
な
骸
達
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
動
能
の
登
蓮
即
製
を
も
と

め
、
こ
れ
に
重
因
子
分
析
を
施
し
て
、
ホ
フ
ス
テ
ッ
テ
ル
が
ベ
イ
レ
イ
の
資
料
に
つ
い
て
行
っ
た
如
く
、
乳
児
期
登
達
が
三
つ
の
因
子
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

支
配
さ
れ
る
三
時
稲
に
蔽
鯛
さ
れ
る
こ
と
を
見
た
。
從
っ
て
時
相
問
因
子
と
時
線
内
因
子
と
の
關
係
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
行

動
の
畿
士
籍
欄
に
心
し
て
こ
れ
を
因
子
構
造
に
お
い
て
問
題
と
す
る
資
料
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
一
難
に
因
子

分
析
的
手
法
に
よ
っ
て
解
く
方
法
は
ま
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
便
宜
的
に
織
り
に
そ
の
關
係
を
サ
ジ
ェ

ス
ト
す
る
方
法
を
と
っ
て
み
た
。
郎
ち
各
蒔
期
に
お
け
る
各
因
子
負
荷
を
も
つ
て
行
動
能
項
目
に
因
子
的
重
み
を
輿
え
、
い
わ
ば
各
国
童

の
各
時
期
に
お
け
る
因
子
的
得
黙
を
計
算
し
、
そ
の
間
の
關
係
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
を
分
析
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
重
み
の
決
定
に
も
爾
幾

多
の
困
難
が
あ
る
の
で
、
村
井
潤
一
、
丸
山
康
則
爾
君
は
、
繋
り
に
、
沓
時
期
に
お
い
て
晃
出
さ
れ
た
三
つ
ず
つ
の
因
子
に
基
づ
き
、
そ

の
負
荷
量
が
大
き
く
て
共
通
因
子
へ
の
投
影
が
な
る
べ
く
下
線
的
に
な
る
よ
う
な
テ
ス
ト
ク
ラ
ス
タ
ア
を
も
つ
て
因
子
テ
ス
ト
と
み
な
し

各
時
期
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
因
子
得
黙
を
求
め
、
六
ケ
月
か
ら
一
儀
ケ
月
ま
で
（
被
験
半
群
の
構
成
の
都
合
に
よ
り
こ
れ
を
六
…
一
〇
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

一
〇
…
一
四
月
の
二
群
に
分
け
る
）
の
因
子
テ
ス
ト
相
驕
行
列
を
求
め
た
。
こ
れ
を
分
析
し
て
三
つ
の
困
子
が
得
ら
れ
た
。
こ
れ
を
登
達

連
關
因
子
A
B
C
と
し
て
表
わ
す
と
、
そ
の
各
月
の
因
子
テ
ス
ト
へ
の
負
荷
蚤
は
第
5
表
の
如
く
で
あ
っ
た
。
卸
ち
登
逡
時
世
内
の
各
霞

子
が
時
相
問
に
於
て
ど
う
い
う
風
に
關
連
す
る
か
の
一
つ
の
見
本
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
き
に
も
述
べ
た
如
く
こ
の
手
段
は
ま

だ
蝦
り
の
も
の
で
、
因
子
の
純
糠
性
が
必
ら
ず
し
も
保
謹
さ
れ
ず
、
第
5
表
の
驕
係
は
か
な
り
複
督
し
て
お
り
、
又
六
！
一
〇
ケ
月
群
の

一
〇
ケ
月
、
一
〇
一
一
四
ケ
月
群
の
一
三
ケ
月
を
除
い
て
は
時
蠣
内
因
子
の
分
離
が
十
労
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
窺
わ
れ
る
が
、
そ

れ
で
も
時
炉
内
因
子
が
登
蓬
的
に
は
箪
純
な
瀾
連
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
第
5
表
の
關
係
を
圓
式
化
し
た
の
が
第
3
圖
で
あ
る
が
、

六
一
一
〇
ケ
月
群
で
七
ケ
月
の
第
三
因
子
（
認
知
）
、
　
一
〇
一
一
四
ケ
月
群
の
十
ニ
ケ
月
の
第
二
因
子
（
蓮
動
支
配
）
が
姥
較
野
蚕
達
連

關
に
お
い
て
核
的
な
位
置
を
占
め
、
又
七
ケ
月
の
第
二
園
子
（
自
膿
の
支
配
）
、
十
三
ケ
月
の
第
一
因
子
（
費
際
的
知
能
）
に
、
比
較
的
新



267

し
い
行
動
困
子
の
登
蓬
的
基
盤
の
意
味
が
認
め
ら
れ
る
。
各
月
の
第
二
誌
面
は
大
艦
そ
の
時
期
に
お
け
る
蓮
動
の
持
讃
統
制
即
ち
巨
艦
の

支
配
に
關
了
す
る
因
子
で
あ
る
が
、
そ
の
聚
逡
的
關
連
に
は
B
國
子
の
勉
に
C
紙
子
（
認
知
及
び
興
味
）
が
時
期
的
に
参
加
す
る
こ
と
が

し
ら
れ
る
。
何
度
も
繰
返
す
が
、
こ
の
方
法
は
ま
だ
試
行
的
な
段
階
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
嚢
達
蓮
蘭
が
解
明
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
囁
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678　 10101三！2131壌
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．39

．35　．32

．7e

．97　．73

は
な
い
が
、
こ
の
よ
う

な
方
法
に
よ
る
と
き
、

螢
蓬
の
連
績
不
・
連
績
の

副
題
が
、
比
較
的
具
膿

的
に
因
子
的
關
係
に
お

い
て
拾
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
行
動
の
個
髄
蛮
生
に

お
け
る
連
績
不
蓬
績
の

閥
題
は
、
も
は
や
連
綾

か
群
賊
綾
か
で
争
わ
れ

る
時
期
で
は
な
い
。
そ

れ
は
艦
制
的
弓
化
の
骸

蓮
連
瀾
に
お
い
て
問
題

一
七
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哲
學
研
究
第
四
再
七
十
餌
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
膿
制
的
愛
化
は
機
能
の
質
的
溝
成
の
側
か
ら
吟
味
さ
れ
る
多
く
の
問
題
を
提
起
す
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に

こ
れ
を
高
次
登
窯
の
相
瀾
關
係
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
行
動
の
質
的
機
能
的
分
類
に
は
骸
女
島
観
黙
か
ら
ま
だ
幾
多
の
睡
昧

さ
を
介
し
え
な
い
勲
状
の
ア
に
は
、
そ
れ
を
因
子
忠
心
瀾
性
で
捉
え
る
こ
と
も
却
っ
て
有
効
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
、

に
も
省
大
き
な
菌
難
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
心
理
的
機
能
の
複
雑
な
蓮
閣
的
膿
綱
の
前
に
は
今
臼
の
臨
子
分
析
法
は
ほ
ん
の
そ
の
一
端
を

堀
返
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
因
子
分
析
法
に
お
い
て
最
も
重
要
な
軸
の
縛
換
即
ち
因
子
室
間
の
攣
換
の
問
題
は
、
因
子
行
列
の
比
較
的
翠
純

な
場
合
に
つ
い
て
し
か
未
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
登
蓮
連
關
で
は
構
造
の
異
な
る
因
子
行
列
間
の
攣
換
が
解
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上
述
し
た
わ
れ
わ
れ
の
試
み
は
苦
肉
の
策
で
あ
っ
て
根
本
的
な
解
決
は
こ
の
攣
換
方
式
を
解
く
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
も
し
も
乳
兇
の
如

く
比
較
的
追
跡
的
資
料
を
得
易
く
、
時
給
内
素
子
と
奇
相
閥
因
予
が
同
時
に
（
同
じ
資
料
で
）
得
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
攣
換
を
数
學

的
に
誘
導
す
る
可
能
性
は
比
較
的
容
易
と
考
え
ら
れ
る
。
登
蓬
に
於
て
連
捷
す
る
も
の
と
不
薬
園
の
も
の
と
を
因
子
的
に
薩
乏
し
、
又
不

連
歪
な
も
の
を
更
に
高
次
因
子
に
お
い
て
軍
純
化
す
る
と
い
う
手
暴
き
が
、
蛮
京
童
制
の
解
明
に
お
い
て
有
用
な
一
手
段
で
あ
る
こ
と
を

信
じ
る
も
の
で
あ
る
。
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性
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問
題

一
九



丁麗　（翼＝ア冥慮亘］醜s　◎盈　丁鰯　k厘ノ曳互蟄爵

A鼠丁互G鵬s夏翼了登：亘s璽ssu鼠

Tfte　o露鋤紹げε躍：h畠露割腔鷹as　aPPe㈱錦溜男魏醗。駕魑鋤2ダげthtS

繕9鶴細tS　Se麓9ゴ一軸θ9響珈ダ欝品品9tsstゴ欝館田耀げ錦8農晦ご羅．

A三三三四㈱塁。鑛s量嚢e蹴醜繰畿
。鱒蟹簸磁ヲ聡。鱗鍵繊寛量羅蓋勢費。漉難鍼

9ke獺艦繰漉v£鞠贈鑑

bs　Taro　Sonohara

　　1’t　seems　to　n．ne　that　a　good　deal　o’E　conturoversy　centering　in　the　continuity－

cllSC◎n之瞬i妙of亡he磁ogenetic　deve｝opR？ellt。f　mentaユfunc乞ions　remains

s翻un＄e帽ed，　betns．　obscured　the　point　Of£｝ユe　problem，　A　prevailing　view

says　that　the　development　is　contlnuous　when　it　is　measured　quantitatively，

while　discontinuotts　when　described　qualitac　tively．　But，　as　the　measuring

seales　ef　the　c／evelopment　coi）sist　often　of　items　which　are　the　functionally

dififerent，　．a｝｝parently　continuous　i，ncrecase　measured　xvith　such　a　scale　does　not

always　ensure　the　functionai　continuity．　Likewise，　another　opinion　that　the

dev　elopment　should　be　’in　nature　continuous　and　lts　discontinuity　might　be

clue　to　abrupt　changes　as　the　results　of　aceidental　conditions　（sucla　as　illness，

abrupt　envirenmental　changes　etc．）　seems　to　miss　the　marlc．　The　acciclental

variations　in　clevelopment　are　in　them‘seJves，　ol：・　course，　an　important　problem

to　1）e　investigated，　but　they　are　not　in　line　of　cliscourse　of　continttity－discoxxt－

inulty　problem．　The　lnterruptions　or　cleclines　which　ai”e　often　±’ound　in　deve－

iopment　are　not　alway・s　eonsiclered　to　be　accidental　variations，　but　in　many

’times　shoulcl　be　regardecl　as　a　normaE　course　of　development．

　　The　confus呈on　i王ユthese　Popuユar　views　see榔亡。　be　due亡。　a　lack　in

clarificatien　of　tlie　probiem．　One　has　encleavored　to　determine　only　whether

・the　clevelopmental　processes　might　be　revealed　in　continuotis　or　cliscontinuous
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changes　of　behavior　or　performances．　But　it　is　no　Nvoncl　ts　that　such　an

effort　could　not　meet　with　substantial　success．　The　continuity－discontinuity

problem　in　the　mental　development　should　be　regarded　as　the　scientific

needs　which　require　te　explain　the　developmental　relationship　between

mental　organizations　at　different　stages　sufllelently　in　continuous　logical／

terms．　Mental　function　as　well　as　structure　in　each　stage　in　development

lias　respectively　characteristic　features　and　their　developmental　relations　can

not　be　explained　in　a　simple　continuity，　but　we　are　in　need　to　reconstruct

these　entangled　relationships　comprehensively　with　some　underlying　con－

tinuity．　This　is　a　scientific　claim　and　the　very　starting　point　of　the　continuity－

discontinuity　problem．

　　The　underlying　continuity　of　development　is　not　necessarily　assumed　on

a　single　underlying　process．　lf　we　could　reduce　a　mental　organization　at

any　stage　of　development　to　its　component　functions　and　their　interrelations，

and　iS　we　cottld　correiate　a　later　stage　with　an　earlier　in　regard　to　their

components，　we　might　be　able　to　explain　the　apparently　discontinuous　relation

between　mental　organizations　of　different　stages　as　a　compound　of　continuous

component　changes．

　　For　this　purpose，　the　factor　analytic　technique　appears　to　be　usefu｝．　lndeed，

a　number　of　studies　which　dealt　wlth　the　factorial　structure　of　intelllgence

at　dif£erent　age　levels　have　been　reported　and　several　autliors　have　discussed

whether　the　general　faetor　would　remain　constant　or　decrease　as　the　deve－

lopmental　stage　advanced．　But，　the　factors　found　by　the　method　ef　usual

factor　analysis　at　a　certain　stage　of　development　are　Bot　necessarily　same　in

their　psychological　meaning　with　those　of　another　stage．　There±’ore，　we

should　have　to　inquire　still　more　into　the　factorial　relation　between　the

factors　of　different　stages．　ln　other　word，　even　if　we　woUld　adopt　the

fa¢tor　analytie　technlgue，　we　are　to　take　the　wa＞r　to　｛lnd　out　the　relationship

between　inter－stage－factors　and　intra－stage－factors．

　　Tentatlve｝y　we　have　made　an　attempt　in　this　line　of　study　with　the

data　which　were　obtained　from　our　previous　follow－up　study　of　behavior

development　of　about　a　hundred　infants　from　6　to　14　month　o｛　age．　On

every　month　the　infants　were　tested　with　our　clevelopmental　measuring　scale
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repeatedly．　The　data　were　factor－analysed　on　every　moRth　level　and　every

three　factors　were　obtainecl　（intra－stage－factors）．　’Test　items　were　then

weighted　with　the　ioadings　and　thus　several　factor－test－items　were　selected

at　each　month　level．　Scores　of　factor－tests　were　then　correlate（1　between

different　month　levels　and　the　correlation　matrix　was　analysed．　Three

inter－stage－factors　were　tal〈en　out　（Tab．　5，　p　267　in　Jap．　Sec．）．　Although

this　procedure　is　still　tentative，　the　obtained　relations　of　the　inter－stage－

factors　on　every・　intra－stage－factor　are　proved　to　be　proirnising　to　solve　tlae

complex　underlying　relationships　of　the　behavior　development．

Speech　Development　iR　Early　bufanc｝r

by　Jun－ichi　Murai

　　Tke　purpose　of　tlais　paper　is　to　throw　light　on　the　mechanism　of　deve－

lopmental　process　of　speech　in　earl＞r　infancy　（untii　imitative　sounds　and

meaningful　words　appear）　as　the　contribution　to　the　ioundation　for　the

deveiopment　of　language．

　　For　this　purpose，　based　on　several　literatures　and　the　results　on　the

writer’s　own　observations　of　infants　behavior　and　records　of　their　voice，　the

factors　determining　developmental　process　o｛　speech　ac　nd　the　other　problems

in　this　period　were　discussed．

　　The　discussion　is　summarized　as　follows　：

　　1）　As　to　the　question　which　of　the　two　1scinds　of　vocalization，　crying　and

non－crying，　develops　into　human　language，　it　was　indicated　that　crying　can

be　only　a　basis　of　communication　on　the　animal　level，　whiie　non－crying　and

mea血gless　utterances　is　important　basis　for　real　human　language　as　the

system　of　symbols．

　　2）　lt　was　found，　concerning　these　non－crying　utterances，　from　2　to　10

months　of　age，　their　fun¢tional　meaning　as　well　as　vocal　sounds　was

chftc　ilging　gradually．　Earlier　utterances　expressive　o£　cornfortable　state　deve

lop　to　have　functional　significance　as　means　for　strengthening　an　infant’s

emotional　attachment　to　his　mother　in　playing　with　herj　or　as　means　for
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