
関
係
発
達
論
と
し
て
の
自
閉
症
研
究

一
、
は
じ
め
に

　
ア
メ
リ
カ
の
精
神
科
医
カ
ナ
ー
に
よ
っ
て
、
謎
に
み
ち
た
一
群
の
子
ど
も
が

　
「
小
児
自
閉
症
」
と
し
て
報
告
さ
れ
て
以
来
、
5
0
年
に
な
る
。
5
0
年
と
い
う
の
は

ひ
と
つ
の
研
究
対
象
に
対
す
る
研
究
期
間
と
し
て
長
い
の
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い

が
、
少
な
く
と
も
こ
の
間
に
注
が
れ
た
各
分
野
か
ら
の
関
心
や
積
み
上
げ
ら
れ
た

研
究
報
告
の
数
は
相
当
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
結
果
「
自
閉
症
」
の
謎
は
ど

こ
ま
で
解
明
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
研
究
期
間
、
研
究
の
量
に
照
し
て
み

て
あ
ま
り
に
も
心
許
な
い
状
況
だ
と
い
え
よ
う
。

　
村
瀬
は
、
自
閉
症
と
い
う
症
状
ぐ
ら
い
多
彩
な
解
釈
を
生
ん
で
き
た
も
の
は
他

に
例
が
な
い
と
し
て
、
「
自
閉
症
を
事
件
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
事
件
を
引
き
起
こ
し

た
犯
人
を
求
め
て
、
世
界
各
国
か
ら
名
探
偵
が
名
乗
り
を
あ
げ
」
、
「
あ
る
時
は
母

親
や
育
て
方
が
犯
人
に
さ
れ
た
。
あ
る
時
は
、
情
緒
が
犯
人
に
さ
れ
た
り
、
環
境

が
犯
人
に
さ
れ
た
。
あ
る
時
は
精
神
病
が
犯
人
に
さ
れ
、
脳
障
害
が
犯
人
に
さ
れ

た
。
今
日
で
は
認
知
や
言
語
や
感
覚
が
犯
人
に
さ
れ
、
二
重
ラ
セ
ン
や
分
子
構
造

ま
で
が
犯
人
の
一
味
に
加
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
」
と
し
て
、
「
要
す
る
に
あ
ら
ゆ
る

も
の
が
犯
人
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
」
と
い
う
。
ま
た
「
自
閉
症
と
は
な

に
か
」
と
い
う
自
閉
症
の
概
念
自
体
に
つ
い
て
も
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
論
争
が

展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
今
な
お
決
着
が
つ
い
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
つ
ま
り
、

研
究
対
象
そ
の
も
の
が
依
然
と
し
て
確
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

川

瀬
　
　
泰

治

何
を
問
題
に
し
た
ら
い
い
の
か
さ
え
定
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
自
閉
症
の
研
究
の
変
遷
の
な
か
で
、
6
0
年
代
か
ら
7
0
年
代
に
か
け

て
自
閉
症
研
究
に
お
け
る
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
」
と
も
い
う
べ
き
大
き
な
変

化
が
生
じ
た
。
こ
れ
は
カ
ナ
ー
が
当
初
よ
り
描
い
て
い
た
精
神
分
裂
病
の
早
期
発

現
型
と
の
見
方
を
く
つ
が
え
し
て
、
ラ
タ
ー
が
脳
器
質
障
害
か
ら
派
生
し
て
く
る

認
知
機
能
障
害
が
自
閉
症
の
中
核
障
害
で
あ
る
と
し
た
こ
と
が
発
端
と
な
っ
た
。

小
堺
は
、
こ
れ
を
精
神
病
か
ら
発
達
障
害
へ
と
い
う
疾
病
論
的
大
転
換
で
あ
り
、

精
神
医
学
上
類
を
み
な
い
こ
と
だ
と
皮
肉
を
込
め
て
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
7
0

年
代
以
降
今
日
に
至
る
ま
で
、
心
理
学
や
精
神
医
学
に
お
け
る
「
科
学
主
義
」
の

風
潮
と
マ
ッ
チ
し
て
ラ
タ
ー
の
言
語
・
認
知
障
害
説
が
広
く
受
入
れ
ら
れ
一
応
の

通
説
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
説
も
こ
こ
に
来
て
大
き
く
揺
ら
ぎ
始
め
た

観
が
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
目
の
前
の
ひ
と
り
の
自
閉
症
児
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
際

に
実
際
に
役
に
た
つ
自
閉
症
理
論
が
あ
る
の
か
と
考
え
て
み
れ
ば
心
寒
い
状
況
で

あ
る
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
多
く
の
研
究
は
自
閉
症
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
方
向

自
体
を
失
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
自
閉
症
理
論
は
そ
の
当
然

の
帰
結
と
し
て
、
独
自
の
処
遇
論
・
治
療
法
を
導
く
べ
き
で
あ
る
が
、
小
堺
が
い

う
よ
う
に
、
隆
盛
を
き
わ
め
て
い
る
か
に
見
え
る
言
語
・
認
知
障
害
説
で
さ
え

　
「
今
日
ま
で
具
体
的
な
治
療
法
を
提
示
で
き
な
い
で
い
る
」
と
い
う
状
況
で
あ

る
。
従
っ
て
、
自
閉
症
児
の
処
遇
に
関
し
て
は
5
0
年
前
に
自
閉
症
児
を
前
に
途
方

に
く
れ
て
い
た
状
態
か
ら
一
歩
も
進
み
出
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
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こ
の
よ
う
な
混
迷
の
歴
史
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
閉
症
に
対
し
て
の
興
味
は
衰

え
る
ど
こ
ろ
か
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
く
か
に
み
え
る
。
巷
に
は
自
閉
症
関
連
の

書
物
が
次
々
に
現
れ
る
し
、
児
童
精
神
医
学
や
発
達
心
理
学
で
は
依
然
と
し
て
中

心
的
な
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
。
自
閉
症
が
こ
の
よ
う
に
人
々
の
心
を
惹
き
つ
け
る

の
は
な
ぜ
か
と
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
風
変
わ
り
な
仕
草
や
こ
と
ば
な
ど
に
単
純

に
好
奇
心
を
か
き
た
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
よ
り
本
質
的
な

事
と
し
て
、
彼
ら
の
示
す
奇
妙
さ
、
理
解
の
し
に
く
さ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
普
段
自

明
の
も
の
と
し
て
や
り
す
ご
し
て
い
る
人
間
と
は
な
に
か
と
い
う
根
源
的
な
問
い

を
新
た
に
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
り
、
自
閉
症
問
題
の
解
明
は
人
間
存
在
を
理
解

す
る
こ
と
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
の
感
触
を
持
つ
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
素
朴
な
直
観
が
今
日
の
科
学
的
研
究
の
な
か
で
は
具
体
的
な
研
究
に

結
び
つ
か
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
浜
田
が
い
う
よ
う
に
、
自

閉
症
は
依
然
と
し
て
謎
で
あ
り
、
そ
の
謎
の
所
在
さ
え
い
ま
だ
見
定
め
ら
れ
て
い

な
い
と
い
え
る
。
今
一
度
こ
の
素
朴
な
直
観
に
立
ち
戻
っ
て
謎
を
見
定
め
る
こ
と

が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

二
、
言
語
・
認
知
障
害
説
の
問
題
点

　
自
閉
症
研
究
も
2
0
年
程
が
経
過
し
て
、
成
長
後
の
自
閉
症
者
の
様
子
が
分
か
る

よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
心
因
性
の
精
神
病
と
し
て
の
自
閉
症
観
が

変
わ
っ
て
き
た
プ
フ
タ
レ
副
長
年
に
わ
た
っ
て
幼
児
期
か
ら
の
自
閉
症
患
者
を
追

跡
調
査
し
た
結
果
、
多
く
の
自
閉
症
児
で
は
成
長
後
も
言
語
発
達
の
遅
滞
と
認
知

能
力
パ
タ
ー
ン
の
異
常
が
認
め
ら
れ
、
対
人
関
係
が
か
な
り
改
善
さ
れ
て
も
そ
れ

ら
の
障
害
は
顕
著
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
自
閉
症
の
基
本
障
害
を
対
人
関
係
の

障
害
と
す
る
従
来
の
考
え
か
た
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
、
言
語
お
よ
び
認
知
機
能
の

障
害
が
一
次
性
障
害
で
あ
り
、
対
人
関
係
の
障
害
は
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
く
る
二

次
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
成
長
後
の
自
閉
症
児
に
は
脳
器
質
障
害
を

示
唆
す
る
て
ん
か
ん
発
作
な
ど
の
み
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
言
語
・

認
知
障
害
の
も
と
に
は
器
質
的
な
脳
障
害
が
想
定
さ
れ
る
と
し
た
。
こ
の
仮
説
に

対
し
て
は
、
社
会
的
関
係
の
異
常
が
言
語
開
始
以
前
か
ら
み
ら
れ
る
こ
と
を
ど
う

説
明
す
る
の
か
、
同
じ
よ
う
に
言
語
理
解
の
障
害
を
も
つ
聴
覚
障
害
児
の
対
人
関

係
と
の
差
異
に
つ
い
て
ど
う
説
明
す
る
の
か
、
ま
た
、
儀
式
的
・
強
迫
的

い
か
に
説
明
す
る
の
か
、
な
ど
の
疑
問
が
当
初
よ
り
投
げ
か
け
ら
れ
て
い

か
し
、
そ
れ
ま
で
の
思
弁
的
な
議
論
に
対
し
て
科
学
的
な
研
究
手
法
や
斬
新
な
考

え
方
は
広
く
受
入
れ
ら
れ
、
研
究
の
流
れ
は
大
き
く
方
向
を
変
え
た
。

　
7
0
年
代
以
降
の
研
究
は
、
ラ
タ
ー
の
仮
説
を
忠
実
に
な
ぞ
る
よ
う
な
か
た
ち
で

展
開
し
て
い
っ
た
。
自
閉
症
児
の
言
語
と
認
知
の
特
異
性
は
、
主
と
し
て
心
理
学

の
分
野
に
お
け
る
実
験
的
研
究
へ
、
ま
た
脳
機
能
障
害
に
開
し
て
は
医
学
の
分
野

に
お
け
る
生
物
学
的
な
研
究
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
。

　
ラ
タ
ー
自
身
も
Ｗ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
を
用
い
て
測
定
し
た
自
閉
症
児
の
知
能
の
特
徴
を
言

語
・
認
知
障
害
仮
説
の
基
礎
に
お
い
て
い
た
が
、
標
準
的
知
能
テ
ス
ト
を
け
じ
め

さ
ま
ざ
ま
な
心
理
テ
ス
ト
を
用
い
て
、
自
閉
症
児
の
聴
覚
認
知
、
視
覚
認
知
、
触

覚
認
知
な
ど
を
片
端
か
ら
調
べ
て
い
く
と
い
う
研
究
が
始
ま
っ
た
。
ま
た
、
当
初

は
認
知
機
能
に
比
べ
る
と
運
動
機
能
は
良
好
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
が
課
せ
ら
れ
て
運
動
・
感
覚
機
能
が
調
べ
ら
れ
、
感
覚
の
異
常
や
身

体
図
式
の
過
程
の
問
題
な
ど
が
報
告
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
結
果
は
膨
大
な

デ
ー
タ
と
し
て
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
は
断
片
的
で
あ
り
、
お
互
い

矛
盾
す
る
も
の
も
多
い
。
ま
た
、
人
間
の
認
知
機
能
を
情
報
処
理
過
程
と
考
え

て
、
情
報
入
力
の
段
階
の
障
害
で
あ
る
と
か
符
号
解
読
の
障
害
で
あ
る
な
ど
の
仮

説
を
検
証
す
る
研
究
も
さ
か
ん
に
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
結
果
は
解
釈
も

相
互
に
食
い
違
う
こ
と
が
多
い
し
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ス
ト
の
基
礎
に
あ
る
知
能

観
、
言
請
暇
を
吟
味
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
自
閉
症
見
の
測
定
に
用
い
る
こ
と

の
問
題
や
、
心
理
テ
ス
ト
を
課
す
こ

　
し
か
し
な
に
よ
り
も
問
題
な
の
は

問
題
性
」
も
指
摘
さ
れ
る
。

い
う
よ
う
に
、
「
言
語
・
認
知
障
害

説
が
自
ら
の
よ
っ
て
た
つ
論
理
的
基
礎
と
し
て
ど
う
し
て
も
証
明
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
っ
た
は
ず
の
、
自
閉
症
に
特
有
な
言
語
障
害
、
認
知
障
害
の
本
質
が
、
断
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片
的
知
見
に
う
ず
も
れ
て
何
等
明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
で
あ
ろ
う
。
小
渾

は
、
言
語
・
認
知
障
害
説
に
た
つ
論
文
の
殆
ど
す
べ
て
は
、
「
言
語
・
認
知
障
害
説

が
障
泥
の
世
界
認
識
と
表
現
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
方
向
に
歩
み
だ
し
た
と
評

価
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
」
を
避
け
て
い
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
浜
彫
げ
、

そ
れ
ま
で
の
情
緒
障
害
説
に
比
べ
る
と
認
知
・
障
害
説
は
予
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る

と
し
な
が
ら
も
「
そ
こ
で
い
う
認
知
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
い
し
言
語
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い

う
の
が
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
」
が
問
題
で
あ
る
と
し
、
「
こ
れ
を
自
閉
症
泥
た

ち
の
具
体
的
な
症
状
と
つ
な
ぐ
か
た
ち
で
構
想
し
え
て
い
る
か
と
い
う
と
、
ど
う

も
そ
の
点
が
充
分
ふ
に
落
ち
な
い
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
実
験
の

結
果
明
ら
か
に
さ
れ
た
自
閉
症
泥
の
言
語
的
、
認
知
的
特
徴
を
い
く
ら
寄
せ
集
め

て
も
そ
こ
か
ら
二
次
的
に
派
生
し
て
く
る
と
さ
れ
る
自
閉
性
と
い
う
も
の
は
な
ん

ら
明
確
に
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
生
物
学
的
研
究
は
、
遺
伝
学
、
生
化
学
、
大
脳
生
理
学
な
ど
多
岐
に
わ
た
る

が
、
言
語
や
認
知
の
研
究
と
基
本
的
に
は
同
じ
問
題
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も

全
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
細
分
化
さ
れ
た
部
分
を
厳
密
な
実
験
手
続
き
に
よ
り
明
ら

か
に
し
よ
う
と
い
う
方
向
が
み
ら
れ
る
が
、
細
分
化
さ
れ
た
個
々
の
特
徴
は
自
閉

性
と
い
う
根
本
的
な
問
題
か
ら
乖
離
し
て
い
く
。
そ
し
て
結
果
は
ま
ち
ま
ち
で
あ

り
、
ま
た
自
閉
症
泥
に
特
有
な
生
物
学
的
な
特
徴
を
明
確
に
し
え
た
も
の
は
と
い

う
場
合
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
小
渾
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
三
、
行
動
療
法
の
問
題
点

　
自
閉
症
の
治
療
、
処
遇
の
あ
り
か
た
は
、
言
語
・
認
知
障
害
説
の
台
頭
に
と
も

な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
情
緒
的
問
題
に
焦
点
を
あ
て
た
遊
戯
療
法
か
ら
行
動
療
法

へ
と
転
換
し
た
。
行
動
療
法
の
考
え
方
の
基
本
は
条
件
づ
け
を
主
体
と
し
た
学
習

理
論
で
あ
る
。
自
閉
症
の
行
動
療
法
の
代
表
的
存
在
は
ロ
バ
ー
ス
で
あ
る
が
、
彼

は
さ
ま
ざ
ま
な
強
化
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
用
い
て
自
閉
症
児
の
問
題
行
動
を
修
正
し

た
り
、
適
応
行
動
を
学
習
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
対
象
と
す
る
訓
練
目
標
は
、
言
語

訓
練
や
生
活
習
慣
の
訓
練
、
常
同
行
動
や
自
傷
行
為
の
消
去
か
ら
、
「
視
線
を
合
せ

る
訓
練
」
と
か
「
感
情
の
指
導
≒
仲
良
し
行
動
の
指
導
」
と
い
っ
た
も
の
に
ま
で

お
よ
ぶ
。

　
他
者
と
視
線
を
合
せ
る
こ
と
や
抱
き
合
う
と
い
う
こ
と
が
訓
練
に
よ
っ
て
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
、
果
た
し
て
そ
れ
が
他
者
と
の
本
当
の
関
係
と
な
っ
て

い
く
の
か
、
ま
た
自
閉
性
の
解
決
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
起
こ
る
。

ま
た
、
個
々
の
行
動
は
訓
練
に
よ
っ
て
習
得
さ
れ
た
り
修
正
さ
れ
た
り
す
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
使
っ
て
日
常
の
場
面
で
主
体
が
ど
う
生
き
て
い
く
か
と

い
う
視
点
が
欠
け
た
ま
ま
、
や
み
く
も
に
訓
練
が
課
せ
ら
れ
る
と
い
う
状
況
を
生

み
出
し
て
い
る
。

　
ロ
バ
ー
ス
の
行
動
療
法
理
論
の
背
景
に
は
自
閉
症
は
学
習
さ
れ
た
も
の
だ
と
の

前
提
が
あ
り
、
正
し
い
学
習
を
す
る
こ
と
で
治
療
可
能
だ
と
の
考
え
が
あ
る
よ
う

で
あ
る
。
こ
れ
は
6
0
年
代
の
心
因
論
と
通
じ
る
自
閉
症
観
だ
と
い
え
よ
う
。
だ
か

ら
本
来
ヽ
器
質
的
な
障
害
を
前
提
と
す
る
言
語
’
認
知
障
害
説
と
は
相
容
れ
な
い
　
一

は
ず
で
あ
る
。
梅
津
は
こ
れ
に
対
し
て
、
「
神
経
病
理
学
的
基
礎
を
認
め
て
い
る
　
づ

が
、
現
在
の
と
こ
ろ
医
療
技
術
で
は
当
分
の
間
、
決
定
的
な
治
療
法
は
望
め
な

い
。
行
動
療
法
は
最
終
的
な
療
法
で
は
な
い
が
、
神
経
病
理
学
的
障
害
を
カ
バ
ー

し
う
る
よ
う
な
学
習
能
力
の
バ
イ
パ
ス
を
作
る
こ
と
」
が
目
標
だ
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
考
え
を
さ
ら
に
徹
底
し
た
自
閉
症
の
処
遇
を
実

践
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
・
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｈ
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
有
名
で
あ
る
。
シ
ョ
プ
ラ
レ
は
、
自
閉
症
の
基
本
的
障
害
は
克
服
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
訓
練
に
よ
っ
て
適
応
能
力
を
仲
す
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
あ
り
、

さ
ら
に
訓
練
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
で
き
な
い
部
分
は
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
で
適
応

が
可
能
と
な
る
と
し
て
、
基
本
的
に
は
行
動
療
法
的
な
方
法
で
日
常
生
活
的
ス
キ

ル
を
訓
練
す
る
一
方
、
自
閉
症
児
の
抽
象
的
・
言
語
的
能
力
の
不
足
を
カ
バ
ー
す

る
べ
く
「
構
造
化
さ
れ
た
環
境
」
を
準
備
す
る
こ
と
と
い
う
方
法
を
提
唱
し
て
い

る
。
構
造
化
さ
れ
た
環
境
と
は
非
言
語
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
を
主
と

し
た
人
的
・
物
的
環
境
の
整
備
の
こ
と
で
あ
る
が
、
年
少
の
自
閉
症
児
に
対
し
て



は
特
殊
学
校
に
お
け
る
独
特
な
教
育
方
法
か
ら
、
成
人
後
は
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ム

や
就
業
の
た
め
の
行
政
的
な
整
備
・
ジ
ョ
ブ
・
コ
ー
チ
を
含
む
職
業
環
境
の
整
備

に
わ
た
っ
て
コ
ミ
ュ
子
ア
ィ
・
ワ
ー
ク
的
な
体
制
と
し
て
実
現
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
を
全
州
規
模
で
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
行
動
療
法
を
主
体
と
す
る
治
療
・
訓
練
法
の
基
盤
に
あ
る

の
は
適
応
主
義
的
発
想
で
あ
り
、
発
達
と
は
適
応
行
動
が
単
純
に
加
算
さ
れ
る
こ

と
だ
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
梅
津
は
「
自
閉
症
の
本
態
に
迫
る
こ
と
な
ど
で
き

な
い
が
、
ど
の
よ
う
に
行
動
形
成
し
た
ら
よ
い
か
の
方
法
論
は
か
な
り
分
か
っ
て

い
た
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
表
現
の
な
か
に
行
動
療
法
の
真
髄
が
現

わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
自
閉
症
の
本
態
を
知
ろ
う
と
い
う
姿
勢
が
欠
け
た
ま

ま
で
、
自
閉
症
と
い
う
も
の
を
単
に
適
応
的
行
動
の
不
足
、
個
々
の
能
力
的
な
逸

脱
・
欠
損
と
み
な
し
、
い
か
な
る
経
賂
に
よ
ろ
う
と
、
し
つ
け
Ｉ
訓
練
に
よ
っ
て

少
し
で
も
そ
れ
ら
が
解
消
す
れ
ば
よ
し
と
す
る
発
想
で
あ
る
。

　
実
際
に
こ
の
よ
う
な
自
閉
症
を
理
解
し
な
い
ま
ま
の
自
閉
症
の
行
動
療
法
的
治

療
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
限
界
を
持
っ
て
い
る
。
か
ん
し
や
く
、
儀
式
的
行
動
、

常
同
的
行
動
の
消
去
や
修
正
に
は
あ
る
程
度
効
果
が
認
め
ら
れ
る
が
、
学
習
さ
れ

た
行
動
の
般
化
は
あ
ま
り
み
ら
れ
ず
、
ま
た
言
語
・
認
知
障
害
説
の
も
っ
と
も
肝

要
な
部
分
と
考
え
ら
れ
る
言

ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
で

扇
面
の
治
療
に
お
い
て
は
長
期
に
渡
る
効
果
は
ほ
と

あ
る
。
ロ
バ
ー
ス
や
や
シ
ョ
プ
ラ
ー
ら
は
家
族
メ
ン

バ
ー
に
家
庭
内
で
訓
練
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
も
ら
う
こ
と
で
こ
の
よ
う

な
行
動
療
法
の
限
界
を
補
お
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
家
庭
内
に
お
け
る
親
－
子

の
人
間
的
な
関
係
や
自
閉
症
に
お
け
る
人
と
の
関
わ
り
の
意
味
を
あ
ま
り
に
皮
相

的
に
し
か
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
の
現
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
関
係
発
達
論
の
視
点

　
以
上
、
今
日
通
説
と
な
っ
て
い
る
言
語
・
漓
吻
障
害
説
と
行
動
療
法
の
も
つ
問

題
点
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
は
麻
生
が
「
医
学
的
立
場
」
と
呼
ん
だ
も

の
か
ら
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
麻
生
は
「
医
学
的
な
立
場
と
い
う
の
は
、
人
間

の
心
身
に
お
け
る
。
異
常
（
病
気
ご
な
状
態
を
。
正
常
（
健
康
ご
な
状
態
と
比

較
検
討
し
、
前
者
を
後
者
に
近
づ
け
よ
う
と
す
る
立
場
）
だ
と
し
て
、
「
そ
の
目
的

の
た
め
に
医
学
は
這
ハ
常
〃
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
言
語
・
認
知
障
害
説
は
ま
ず
自
閉
症
児
を
正
常
か
ら
の
逸
脱
と
み
て
そ
の

異
常
性
に
注
目
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
正
常
な
こ
ど
も
が
言
葉
を
し
や

べ
っ
た
り
も
の
を
も
の
と
し
て
認
知
す
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
、
な
ん
ら

不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
逆
に
、
そ
う
い
っ
た
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
が
で
き
な
い
自
閉
症
児
の
症
状
が
不

思
議
な
こ
と
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
自
閉
症
児
の
言
語
や
認
知
・
感
覚
を

調
べ
て
い
く
視
点
は
主
と
し
て
正
常
と
の
差
の
大
き
さ
や
範
囲
を
問
題
に
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
自
閉
症
の
説
明
に
つ
い
て
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
陥
り
、

彼
ら
が
な
ぜ
認
知
で
き
な
い
の
か
、
な
ぜ
し
や
べ
れ
な
い
の
か
と
い
う
問
い
に
対

し
て
、
そ
れ
は
彼
ら
に
認
知
障
害
や
言
語
障
害
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
か
た
ち
で

自
閉
症
を
理
解
し
た
つ
も
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
自
閉
症
の
言
語
障
害
・
認
知
障

害
と
い
う
こ
と
を
追
及
し
て
い
け
ば
、
認
知
と
は
な
に
か
言
語
と
は
な
に
か
と
い

う
こ
と
が
当
然
問
題
に
な
っ
て
く
る
筈
で
あ
る
。
そ
こ
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
自

閉
症
の
本
質
的
な
理
解
と
い
う
の
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
麻
生
は
先
の
医
学
的
立
場
に
対
し
て
、
発
達
心
理
学
の
視
点
は
。
正
常
（
健

康
ご
の
状
態
そ
れ
自
体
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
し
て
お
り
、
「
人
間
が
人

間
で
あ
る
と
い
う
謎
」
を
子
ど
も
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
成
長
し
て
い
く
の
か
を
研

究
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
と
述
べ
て
い

る
。
そ
し
て
「
自
閉
症
の
子
ど
も
た
ち
も
謎
に
み
ち
た
存
在
だ
が
、
健
常
の
子
ど

も
た
ち
も
そ
れ
に
劣
ら
ず
、
そ
れ
以
上
に
謎
で
あ
る
。
」
と
い
い
、
「
自
閉
症
の
子

ど
も
た
ち
は
、
健
常
の
子
ど
も
た
ち
が
い
か
に
不
思

具
体
的
に
教
え
て
く
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

在
か
、
身
を
持
っ
て

　
「
子
ど
も
の
世
界
の

も
つ
不
思
議
さ
に
比
べ
た
ら
、
「
自
閉
症
の
症
状
」
の
不
思
議
さ
な
ど
ど
れ
ほ
ど
騒

ぎ
た
て
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
言
い
、
健
常
児
の
知
覚
・
認
知
・
言
語
が
自
明
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ど
こ
ろ
か
そ
れ
こ
そ
が
ま
ず
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
さ
ら

に
彼
ら
が
口
を
そ
ろ
え
て
主
張
す
る
の
は
、
健
常
児
が
そ
の
発
達
の
過
程
で
ど
の

よ
う
に
言
葉
を
獲
得
し
て
い
く
か
、
世
界
に
関
す
る
認
識
を
ど
の
よ
う
に
形
成
し

て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
、
断
片
的
な
能
力
の
発
達
と
し
て
解
明
す
る
の
で
は
な

く
、
「
こ
ど
も
の
世
界
」
と
い
う
全
体
性
の
な
か
で
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い

あ
る
。

　
「
〈
分
裂
病
〉
や
ハ
そ
う
僻
病
〉
〈
て
ん
か
ん
〉
と
い
う
現
象
は
〈
正

常
な
心
理
〉
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
み
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
心
的
現
象
の
総
体
の

構
造
が
、
は
じ
め
か
ら
か
か
え
こ
ん
で
い
る
可
能
性
の
現
象
と
し
て
理
解
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
ど
も
の
の
全
体
的
世
界
は
自
閉
性
と
い

う
も
の
の
理
解
を
必
然
と
し
て
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
小
渾

も
「
自
閉
症
児
に
特
徴
的
と
さ
れ
る
症
状
が
実
は
発
達
過
程
上
の
現
象
で
あ
り
、

発
達
の
あ
る
段
階
が
の
り
こ
え
難
い
た
め
に
、
そ
の
発
達
段
階
で
は
普
遍
的
に
み

ら
れ
る
事
象
が
長
期
間
続
い
て
い
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
し

て
、
常
に
自
閉
性
と
い
う
も
の
を
視
野
に
入
れ
た
発
達
論
を
め
ざ
す
べ
き
だ
と
し

て
い
る
。

　
ま
た
浜
田
ら
は
、
重
度
心
身
障
害
児
の
生
活
世
界
の
探
求
を
通
じ
て
「
障
害
を

特
殊
化
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
障
害
の
事
実
か
ら
人
間
の
費
遍
性
を

み
よ
う
と
す
る
」
こ
と
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
同
様
に
、
自
閉
症
論
の
め
ざ

す
べ
き
方
向
は
、
「
子
ど
も
と
は
な
に
か
≒
発
達
と
は
な
に
か
≒
人
と
は
な
に
か
」

と
い
う
問
題
の
解
明
に
つ
な
が
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
発
達

論
と
し
て
の
自
閉
症
研
究
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
と
こ
ろ
発
達
研
究
に
お
け
る
「
個
体
能
力
論
か
ら
関
係
発
達
論
へ
」
と
い

う
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
。
鯨
岡
は
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
次

の
よ
う
な
分
か
り
や
す
い
比
喩
で
表
現
し
て
い
る
。

　
「
舞
台
の
上
に
は
誕
生
し
た
ば
か
り
の
乳
児
と
そ
の
子
を
養
育
す
る
母
親
が
い

る
。
舞
台
の
背
後
に
は
父
親
か
お
り
、
身
近
な
人
や
見
知
ら
ぬ
人
が
い
る
。
そ
し

て
そ
の
背
景
に
は
そ
れ
ら
の
人
を
と
り
ま
く
文
化
が
あ
り
社
会
が
あ
る
。
け
れ
ど

も
、
い
ま
ス
ポ
ッ
ト
は
乳
児
に
だ
け
当
て
ら
れ
い
て
母
親
の
存
在
も
他
の
人
々
も

社
会
も
み
な
暗
闇
の
中
に
あ
る
。
」

　
こ
れ
が
個
体
能
力
発
達
論
の
状
況
で
あ
る
。
そ
し
て
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
に
つ

い
て
は
。

　
「
舞
台
全
体
が
明
る
く
な
れ
ば
、
そ
こ
に
は
親
子
が
い
ろ
い
ろ
な
思
い
を
ぶ
つ

け
あ
い
関
わ
り
あ
っ
て
生
き
て
い
る
生
新
世
界
が
現
出
す
る
。
結
局
再
び
子
ど
も

に
定
位
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
ま
ず
問
題
は
親
子
の
そ
の
暮
し
の
あ
り
よ

う
の
中
か
ら
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
し
て
い
る
。

　
こ
の
発
達
論
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
は
、
浜
田
ら
に
よ
る
「
ワ
ロ
ン
発

掘
」
の
作
業
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ピ
ア
ジ
エ
は
人
間
の
知
的
・
認
識
的
な

側
面
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
を
個
と
し
て
の
人
間
が
獲
得
し
認
識
の
能
力
と
し
て

い
く
過
程
と
し
て
こ
ど
も
の
発
達
を
と
ら
え
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ワ
ロ
ン
は
、
乳

児
に
お
け
る
情
動
の
働
き
の
研
究
か
ら
、
人
間
が
も
と
も
と
社
会
的
存
在
で
あ
る

と
し
、
他
者
と
の
関
係
の
中
か
ら
あ
ら
ゆ
る
心
的
発
達
が
生
じ
て
く
る
と
し
た
。

ワ
ロ
ン
は
子
ど
も
と
い
う
も
の
、
人
間
と
い
う
も
の
を
つ
ね
に
そ
の
全
体
と
し
て

と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
や
物
に
対
す
る
子
ど
も
の
間
係
論
の
な

か
で
個
体
意
識
の
発
生
と
し
て
こ
ど
も
の
精
神
発
達
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。

　
ピ
ア
ジ
エ
理
論
の
単
純
明
快
な
認
識
機
能
の
切
り
取
り
に
対
し
て
、
人
間
を
ま

る
ご
と
全
体
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
視
点
は
難
解
で
あ
る
が
、
ピ
ア
ジ
エ
理
論

の
限
界
を
乗
り
越
え
て
真
に
子
ど
も
を
理
解
し
人
間
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
ワ

ロ
ン
の
全
体
性
・
関
係
性
の
視
点
が
必
要
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鯨

岡
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
ま
ず
発
達
研
究
は
関
係
論
と
し
て
は
じ
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
自
閉
症
論
は
必
然
的
に
関
係
発
達
論
と
し
て

定
位
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
関
係
の
始
源
的
形
態
に
注
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目
し
、
関
係
の
発
生
を
あ
と
づ
け
よ
う
と
す
る
増
山
、
や
ま
だ
、
麻
生
ら
の
研
究

が
あ
る
。

　
　
五
、
自
閉
性
の
理
解

　
小
渾
は
自
閉
症
研
究
を
批
判
的
に
総
括
し
た
本
の
中
で
、
控
え
目
な
が
ら
自
閉

症
研
究
の
あ
る
べ
き
方
向
を
明
示
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
人
と
人
の

関
係
の
な
か
で
生
じ
て
く
る
「
自
閉
」
と
い
う
こ
と
を
自
閉
症
の
現
象
の
核
と
し

て
と
ら
え
、
関
係
論
と
し
て
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
浜
田
に
よ
る
自
我
形
成
の
視
点
か
ら
の
自
閉
症
論
は
こ
の
方
向
に
そ
っ
た
も

の
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
方
法
は
関
係
発
這
箇
的
研
究
の
具
体
的
手
続
き

を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
や
や
詳
し
く
取
り
上
げ

て
み
た
い
。

　
浜
田
は
、
カ
ナ
ー
が
最
初
に
小
児
自
閉
症
を
分
裂
病
の
最
早
期
発
現
と
み
な
し

た
こ
と
の
意
味
を
重
視
し
、
自
閉
症
児
と
対
し
た
時
に
わ
れ
わ
れ
が
感
じ
る
「
自

閉
」
と
い
う
現
象
に
立
ち
返
っ
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
は
、
ま
ず
「
自

閉
」
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
人
間
関
係
を
と
る
こ
と
自
体
が
困
難
で

あ
る
こ
と
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
。
そ
し
て
周
囲
の
他
者
と
関
係
を
結
ぶ
べ
き

　
「
自
我
」
そ
の
も
の
の
障
害
で
あ
る
と
し
て
、
自
我
の
問
題
を
自
閉
症
研
究
の
核

心
に
す
え
る
。
分
裂
病
の
「
自
閉
」
は
そ
れ
ま
で
他
者
関
係
を
支
え
て
き
た
自
我

の
崩
壊
の
一
様
相
で
あ
り
、
自
閉
症
の
「
自
閉
」
は
発
達
初
期
に
形
成
さ
れ
る
べ

き
自
我
の
形
成
異
常
の
一
様
相
だ
と
い
う
。

　
そ
し
て
自
我
と
は
な
に
か
、
自
我
形
成
は
ど
の
よ
う
に
進
む
の
か
と
い
う
人
間

の
心
的
現
象
の
核
心
的
問
題
の
な
か
で
自
閉
症
の
現
象
が
考
え
ら
れ
て
い
く
。
彼

は
ワ
ロ
ン
に
な
ら
っ
て
、
人
間
の
心
的
現
象
は
す
べ
て
身
体
に
基
盤
を
持
っ
て
お

り
、
他
者
と
の
関
係
は
身
体
を
介
し
て
始
ま
る
と
考
え
て
い
る
。
原
初
の
関
係
性

は
身
体
ど
う
し
の
同
型
性
と
相
補
性
を
基
盤
に
し
て
動
い
て
い
き
、
相
手
と
同
じ

身
体
の
か
た
ち
を
と
る
こ
と
（
同
型
）
で
相
手
の
行
動
の
意
味
を
と
ら
え
、
そ
れ

を
相
互
に
や
り
と
り
す
る
（
相
補
）
な
か
で
他
者
と
の
共
通
の
意
味
世
界
を
確
保

し
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
上
う
な
他
者
と
の
や
り
と
り
が
同
時
に
自
分
の
内
の

回
路
を
生
み
出
し
て
、
他
者
と
は
離
れ
た
も
の
と
し
て
の
自
我
が
生
ま
れ
て
く
る

と
し
て
い
る
。
彼
は
「
こ
の
上
う
に
他
者
と
の
関
係
の
な
か
か
ら
醸
成
さ
れ
て
く

る
自
我
二
重
性
の
心
的
構
造
そ
の
も
の
の
成
立
を
自
我
形
成
と
考
え
る
」
と
し
、

「
自
我
と
他
者
と
は
本
来
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
し
て
相
互
に
絡
み
合
い
、
や
り

と
り
し
つ
つ
（
自
我
の
二
重
性
）
、
そ
れ
が
自
我
の
な
か
で
内
な
る
他
者
（
第
二

の
自
我
）
と
や
り
と
り
す
る
回
路
と
重
な
る
（
自
我
二
重
性
）
と
い
う
ふ
う
に
考

え
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
自
閉
症
状
の
核
は
自
我
形
成
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の

も
と
と
な
る
相
互
身
体
性
な
い
し
相
互
主
体
性
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
相
互
主
体
性
の
問
題
と
は
、
三
項
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
三
項
関
係
と
は
人
と

人
が
あ
る
も
の
（
あ
る
い
は
こ
と
）
を
共
有
す
る
関
係
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
子

ど
も
が
人
間
の
意
味
世
界
を
作
り
あ
げ
世
界
を
認
識
し
て
い
く
た
め
の
基
盤
と
な

る
も
の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
「
私
が
〈
物
に
向
け
ら
れ
た
意
識
〉
で
　
一

あ
る
と
す
れ
ば
、
私
は
そ
の
物
の
と
こ
ろ
で
、
ま
さ
に
他
人
の
も
の
で
あ
る
行
為
　
６

に
出
会
い
、
そ
の
行
為
に
あ
る
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
　
　
一

な
ぜ
な
ら
、
他
人
の
行
為
は
、
私
自
身
の
身
体
に
と
っ
て
も
活
動
の
主
題
と
な
る

可
能
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
こ
こ
で

い
う
三
項
関
係
に
あ
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
母
と
子
は
互

い
に
ひ
と
つ
の
も
の
を
見
、
相
手
が
そ
の
も
の
に
ど
の
上
う
な
行
為
を
な
す
の
か

を
見
て
そ
の
も
の
の
意
味
を
知
る
。
さ
ら
に
浜
田
の
い
う
上
う
に
、
自
分
を
そ
こ

に
同
型
的
に
重
ね
合
せ
る
こ
と
で
相
手
の
気
分
や
経
験
を
共
有
す
る
。
そ
し
て
相

手
が
あ
る
も
の
を
指
し
示
し
て
笑
い
、
そ
れ
を
受
け
止
め
て
笑
い
か
え
す
と
い
う

上
う
に
、
気
分
や
経
験
を
相
補
的
に
交
換
し
あ
う
。
自
閉
症
は
こ
の
三
項
関
係
が

な
り
た
ち
に
く
い
子
ど
も
で
あ
り
、
他
者
と
同
型
－
相
補
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と
。

　
〈
能
動
－
受
動
〉
の
や
り
と
り
関
係
が
難
し
い
子
ど
も
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
浜
田
は
「
三
項
関
係
－
意
味
世
界
―
言
語
発
生
－
自
我
形
成
」
と
い
う
発
達
的

な
連
関
を
た
ど
り
、
自
閉
症
で
は
自
我
の
二
重
性
の
形
成
そ
の
も
の
に
発
達
障
害



が
及
ん
で
い
る
と
し
て
い
る
。

　
浜
田
は
こ
の
よ
う
に
自
閉
症
の
核
と
な
る
障
害
を
見
定
め
た
う
え
で
、
自
閉
症

の
主
症
状
を
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
心
的
機
制
と
し
て
理
解
す
る
道
筋
を
提

示
し
て
い
る
。
ま
ず
「
多
動
」
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
注
意
散
漫

で
動
き
回
る
と
い
う
場
合
、
注
意
能
力
の
問
題
で
は
な
く
、
も
の
の
意
味
の
問
題

で
あ
る
。
三
項
関
係
が
な
り
た
ち
に
く
い
自
閉
症
児
の
場
合
、
周
囲
の
世
界
が
注

意
を
向
け
る
べ
く
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
て
く
る
。
ま
た
多
動

の
問
題
と
は
、
動
き
そ
の
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
動
き
の
意
味
が

見
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
「
常
同
行
動
・
特
定
の
も
の
へ
の
固
執
」
に
つ
い
て

は
、
他
者
と
の
あ
い
だ
で
共
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
自
閉
症
児
な

り
の
も
の
の
意
味
づ
け
の
働
き
だ
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
も
の
の
意
味
は
対
物
認

知
の
枠
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
他
者
と
か
ら
み
あ
う
三
項
関
係
と
は
な
ら
な

い
。
他
者
が
常
同
行
動
に
介
入
す
る
の
を
い
や
が
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
「
同

一
性
保
持
」
は
、
他
者
の
関
与
が
あ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
り
、
こ
だ
わ
り
的
な
面

を
も
ち
つ
つ
も
一
定
の
適
応
行
動
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
決
ま
っ
た
や
り
か
た
に
訴

え
る
こ
と
で
「
安
心
」
を
得
な
が
ら
世
の
中
へ
対
応
し
て
行
こ
う
と
す
る
こ
と
だ

と
い
う
。
こ
の
３
つ
の
自
閉
的
特
徴
は
、
ほ
と
ん
ど
の
自
閉
症
児
が
成
長
の
過
程

で
た
ど
る
道
筋
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
関
係
論
と
し
て
と
ら
え
る
と
自
閉
症
の
世
界
が
私
た
ち
の
了

解
の
範
囲
に
入
っ
て
く
る
。
我
々
が
自
閉
症
児
に
対
し
た
と
き
に
感
じ
る
〈
自
閉

性
〉
す
な
わ
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
出
来
な
さ
、
分
か
ら
な
さ
を
問
題
に
す

る
時
に
、
逆
に
我
々
が
な
ぜ
お
互
い
に
分
か
り
合
え
る
の
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
で
き
る
の
か
を
問
う
視
点
が
そ
こ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
自
明
と

し
て
い
る
対
人
理
解
を
白
紙
に
ま
で
還
元
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
自
閉
症
の
対
人

世
界
を
了
解
の
範
囲
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
〈
白
紙
へ
の
還
元
〉
に
つ
い
て
浜
田
は
、
自
閉
症
児
に
対
し
た
時
の
奇
妙

さ
に
つ
い
て
、
「
こ
の
奇
妙
さ
、
理
解
の
し
に
く
さ
を
私
た
ち
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
彼
ら
の
側
の
奇
妙
さ
の
問
題
で
は
な
く
、

そ
れ
を
〈
奇
妙
〉
と
思
う
私
た
ち
の
対
人
理
解
の
枠
組
み
の
問
題
で
も
あ
る
は
ず

で
す
」
と
い
っ
て
い
る
。
小
堺
は
ま
た
、
「
自
閉
は
障
児
の
属
性
と
し
て
で
は
な

く
、
治
療
者
と
障
児
の
関
係
の
問
題
と
し
て
、
あ
る
い
は
く
み
る
も
の
〉
の
心
の

現
象
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
問
題
提
起
も
し
た
。
こ

の
問
題
は
、
世
界
は
私
の
主
観
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
と
〈
相
関
し
あ
っ
て
い

る
〉
と
い
う
現
象
学
的
モ
チ
ー
フ
の
も
と
に
、
自
閉
症
の
現
象
を
受
け
止
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
中
田
は
重
症
心
身
障
害
児
の
教
育
に
対
す
る
現
象
学
的
な
方
法
を
模
索
す
る
中

で
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
心
理
学
は
量
子
論
以
前
の
自
然
科
学
が
規
定
し
た
「
客

観
的
」
世
界
観
（
そ
れ
自
体
が
今
日
で
は
あ
や
う
く
な
っ
て
い
る
）
を
無
前
提
に

受
け
入
れ
て
研
究
を
す
す
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
素
朴
に
信
じ
て

い
る
「
客
観
的
」
世
界
（
重
症
児
と
い
う
存
在
）
の
成
立
過
程
そ
の
も
の
に
つ
い

て
問
題
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
重
障
泥
の
教
育
方
法
を
研
究
す
る
に
あ

た
り
、
単
に
重
障
児
の
経
験
構
造
を
研
究
す
る
だ
け
で
な
く
、
重
障
児
の
経
験
構

造
を
研
究
す
る
我
々
研
究
者
自
身
や
重
症
児
に
対
す
る
教
師
の
経
験
構
造
を
も
研

究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
重
症
児
に
対
す
る
教
師
や
研

究
者
自
身
の
経
験
構
造
の
解
明
が
い
か
に
教
育
効
果
を
も
た
ら
す
か
に
つ
い
て
、

自
ら
の
教
育
実
践
を
通
し
て
訴
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
重
症
児
に
対
す
る
真
の

理
解
が
お
の
ず
と
治
療
・
教
育
の
効
果
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

六
、
お
わ
り
に

　
本
橋
は
、
小
渾
が
1
0
年
前
に
投
げ
か
け
た
重
要
な
問
題
提
起
を
受
け
て
、
そ
の

後
の
自
閉
症
研
究
が
ど
う
進
ん
で
き
た
の
か
を
検
討
し
た
。
自
閉
症
は
ま
だ
未
知

の
も
の
で
あ
る
が
、
近
年
、
そ
の
未
知
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
本
質
的
と
も
思

え
る
方
向
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
関
係
発
達
論
的
視
点
で
あ
る
。
自
閉
症

児
は
、
お
そ
ら
く
な
ん
ら
か
の
生
理
学
的
障
害
を
持
ち
な
が
ら
も
、
他
者
や
環
境

と
の
関
係
の
な
か
で
生
活
世
界
を
築
い
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
自
閉
症
研
究
は
そ
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う
い
っ
た
姿
に
よ
り
そ
い
な
が
ら
自
閉
症
児
の
こ
こ
ろ
が
ど
の
よ
う
に
ゆ
れ
動
い

て
い
る
の
か
を
み
つ
め
、
そ
の
過
程
の
中
か
ら
、
小
渾
が
い
う
よ
う
に
、
真
の

　
「
自
閉
症
の
精
神
病
理
学
」
を
う
ち
た
て
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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