
自
閉
症
児
に
お
け
る
常
同
行
動
の
意
味
に
つ
い
て

　
　
（
一
）

　
自
閉
症
児
は
、
幼
児
期
の
初
期
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
特
異
な
行
動
特
徴
を
示
す
。

今
日
で
は
自
閉
症
の
お
も
な
症
状
は
、
自
閉
的
孤
立
、
言
語
の
異
常
、
同
一
性
の

保
持
や
固
執
と
い
っ
た
強
迫
的
要
求
の
３
つ
に
集
約
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
カ
ナ
ー

田
が
最
初
に
症
例
報
告
を
し
た
際
に
記
述
し
た
特
徴
と
基
本
的
に
は
変
っ
て
い
な

い
。
発
達
の
過
程
で
そ
れ
ら
の
行
動
特
徴
の
い
く
つ
か
は
変
化
し
た
り
多
少
の
改

善
が
み
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
本
質
的
な
特
徴
は
成
長
後
も
一
貫
し
て
維
持
さ

れ
る
よ
う
で
あ
る
。
従
来
こ
れ
ら
の
特
異
な
症
状
に
つ
い
て
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
論
争
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
で
は
言
語
・
認
知
障
害
説
と
か
感

覚
障
害
説
・
知
覚
障
害
説
と
い
う
考
え
方
が
支
配
的
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
解
釈
に
連
な
る
研
究
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
や
テ
ス
ト
を
用
い
て
自

閉
症
児
の
認
知
や
知
覚
、
言
語
の
異
常
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
し
て
た
と
え

ば
、
自
閉
症
児
の
こ
と
ば
に
は
遅
れ
や
お
う
む
返
し
、
人
称
代
名
詞
の
混
乱
と
い

っ
た
特
有
の
言
語
症
状
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
言
語
中
枢
の
機
能
の
異
常
を
想

定
し
た
り
、
ま
た
自
閉
症
児
に
は
知
的
な
遅
れ
や
か
た
よ
り
が
み
ら
れ
る
こ
と
か

ら
認
知
機
能
の
障
害
を
想
定
し
、
ま
た
感
覚
刺
激
へ
の
こ
だ
わ
り
な
ど
か
ら
感
覚

や
知
覚
の
機
能
の
障
害
を
想
定
す
る
。
し
か
し
以
前
②
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、

言
語
や
認
知
に
障
害
が
あ
る
と
言
っ
て
も
、
そ
の
言
語
や
認
知
と
は
い
っ
た
い
何

川

瀬
　
　
泰

治

か
、
ま
た
そ
の
言
語
や
認
知
機
能
の
ど
の
よ
う
な
変
容
過
程
が
自
閉
的
症
状
を
も

た
ら
す
の
か
が
解
明
さ
れ
な
い
限
り
は
何
も
言
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
。
従
っ
て
、
自
閉
症
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
人
間
の
認
知
や
言
語

と
は
い
っ
た
い
何
か
、
ま
た
そ
れ
ら
が
発
達
の
過
程
で
ど
の
よ
う
に
発
生
し
て
く

る
か
が
問
題
に
な
る
訳
だ
が
、
こ
れ
は
哲
学
や
心
理
学
の
永
遠
の
テ
ー
マ
と
い
え

る
も
の
で
あ
り
、
古
来
絶
間
な
く
問
い
つ
づ
け
ら
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
村
瀬
圓
も
い
う
よ
う
に
、
言
語
・
認
知
障
害
説
で
は
、
人
間
の
認
知

や
言
語
は
自
明
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。
「
彼
ら
に
と
っ
て
は
認

知
や
知
覚
は
、
い
つ
も
わ
か
り
き
っ
た
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

常
に
△
正
常
に
作
動
す
る
も
の
▽
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
問
題
に
す

る
の
は
そ
の
△
正
常
▽
さ
か
ら
は
ず
れ
る
状
態
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
が
問
題
な

の
で
あ
る
（
1
2
8
頁
）
」
。
そ
し
て
認
知
や
知
覚
、
言
語
は
そ
れ
自
体
は
何
ら
問
題
に
す

る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
、
自
閉
症
見
た
ち
の
言
語
や
認
知
の
異
常
は
「
特
別
な

も
の
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
限
り

は
、
自
閉
症
の
言
語
や
認
知
や
感
覚
に
つ
い
て
の
知
見
を
い
く
ら
多
く
集
積
し
て

も
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
正
常
か
ら
逸
脱
し
た
特
殊
な
も
の
で
あ
り
理
解
不
可

能
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　
し
か
し
、
人
間
の
現
象
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
探
求
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
現

象
を
視
野
に
入
れ
て
、
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
始
点
を
追
求
す
る
も
の
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
当
然
自
閉
性
の
現
象
を
も
了
解
可
能
に
す
る
も
の
で
な
く
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て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
自
閉
症
研
究
は
、
こ
う
い
っ
た
人
間
探
求
の
全

体
的
な
構
想
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
方
向
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
し
て
自
閉
の
現
象
が
人
間
の
心
的
現
象
の
変
容
過
程
の
幅
の
中
に
入
っ
て

く
る
し
、
自
閉
性
の
症
状
が
了
解
し
う
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
小
渾
圃
の

い
う
「
自
閉
症
の
精
神
病
理
学
」
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
視
点
に
基
づ
い
て
、
本
稿
で
は
自
閉
的
症
状
を
あ
ら
た
め
て
見
つ
め
直

し
、
症
状
の
心
的
意
味
、
す
な
わ
ち
個
々
の
自
閉
的
症
状
が
症
児
に
と
っ
て
ど
う

い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
症
状
が
か
れ
ら
の
世
界
を
ど
の
よ
う

に
反
映
し
て
い
る
の
か
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
自
閉

症
の
症
状
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
自
体
で
客
観
的
な
も
の
と
し
て
み
る
の
で
な
く
、

そ
の
症
状
を
自
閉
的
と
感
じ
る
我
々
の
存
在
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
る
相
対
的

な
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
自
閉
的
症
状
を
前
に
し
た
時
に

感
じ
る
我
々
自
身
の
自
閉
感
・
隔
絶
感
の
根
拠
を
深
く
掘
り
下
げ
、
ま
た
そ
れ
が

生
じ
て
来
る
発
生
の
プ
ロ
セ
ス
を
究
明
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
自
閉
症
の
世
界
を
了

解
す
る
鍵
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
橋
で
は
ま
ず
自
閉
症
の
症
状
の
ひ
と
つ
で

あ
る
「
常
同
行
動
」
を
と
り
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
（
二
）

　
常
同
行
動
と
は
、
手
の
ひ
ら
を
ピ
ラ
ピ
ラ
振
っ
て
そ
れ
を
な
が
め
る
、
立
ち
上

が
っ
て
ク
ル
ク
ル
回
る
、
紐
を
く
ね
ら
せ
て
振
る
、
砂
を
す
く
っ
て
は
サ
ラ
サ
ラ

と
落
と
す
な
ど
の
行
動
を
い
つ
ま
で
も
繰
り
か
え
し
続
け
る
行
動
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
自
閉
症
の
３
つ
の
症
状
の
う
ち
、
同
一
性
の
保
持
、
固
執
行
動
に
含

ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
自
閉
症
児
で
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
行

動
は
自
閉
症
児
だ
け
で
な
く
精
神
遅
滞
で
も
普
通
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
自

閉
症
の
症
状
と
し
て
は
従
来
あ
ま
り
重
用
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
石

井
筒
は
、
自
閉
症
児
と
精
神
遅
滞
児
の
常
同
行
動
の
違
い
に
注
目
し
て
、
自
閉
症

児
の
常
同
行
動
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
石
井
に
よ
れ
ば
、

自
閉
症
児
の
常
同
行
動
で
は
強
迫
性
が
顕
著
で
あ
る
。
や
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
と

激
し
い
抵
抗
に
合
う
し
、
か
と
い
っ
て
放
っ
て
お
く
と
一
切
の
対
人
的
関
り
が
で

き
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
没
頭
し
て
一
定
の
行
動
を
繰
り
か
え
し
て
い
る
割
に
は

本
人
は
か
な
ら
ず
し
も
満
足
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
徐
々
に
情
動
が
高

ま
っ
て
き
て
収
拾
の
つ
か
な
く
な
る
こ
と
が
多
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
他
人
が
常

同
行
動
に
加
わ
る
（
た
と
え
ば
同
じ
行
動
を
し
て
み
せ
る
）
こ
と
を
拒
絶
す
る
と

い
う
特
微
か
あ
る
。
こ
れ
に
比
し
て
精
神
遅
滞
児
の
場
合
は
、
概
し
て
穏
や
か
な

常
同
行
動
で
あ
り
、
他
者
が
代
行
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　
石
井
は
「
自
閉
症
の
常
同
行
動
は
、
自
閉
症
児
が
自
己
の
情
動
状
態
を
内
的
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
そ
れ
を
自
己
刺
激
行
為
に
よ
っ

て
代
替
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
昌
頁
）
」
と
の
仮
説
を
提
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、

石
井
自
身
が
「
常
同
行
動
を
起
こ
し
て
い
る
最
中
に
異
常
に
興
奮
し
た
り
、
奇
声

を
激
し
く
伴
っ
た
り
、
と
き
に
は
衝
動
的
と
思
わ
れ
る
行
動
に
移
行
し
た
り
す
る

（
ｍ
頁
）
」
と
か
「
自
閉
症
児
は
、
常
同
行
動
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
多
様
に
有
し
て

い
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
安
定
す
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
こ
の
仮
説
は
実
際
の
状
態
像
と
合
致
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
混
乱
は
、
常
同
行
動
の
意
味
が
つ
か
み
に
く
い
こ
と
の
現
れ
だ
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
浜
田
面
は
、
自
我
形
成
論
の
一
貫
と
し
て
自
閉
症
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
。
自

閉
症
は
自
我
形
成
の
初
期
に
お
け
る
△
自
己
―
他
者
－
事
物
▽
の
三
項
関
係
の
成

立
が
不
全
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
三
項
関
係
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
く
る
他

者
と
共
有
す
る
意
味
世
界
が
お
お
き
く
損
な
わ
れ
る
と
い
う
。
そ
の
中
で
自
閉
症

児
は
普
通
の
子
ど
も
と
は
違
っ
た
経
路
で
自
分
な
り
の
意
味
の
世
界
を
作
り
上
げ

て
い
く
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
意
味
世
界
の
広
が
り
に
応
じ
て
、
多
動
か
ら
常
同

行
動
・
特
定
の
も
の
へ
の
固
執
、
そ
し
て
同
一
性
の
保
持
へ
と
い
う
症
状
の
交
替

が
対
応
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
そ
の
中
で
、
常
同
行
動
は
他
者
と
共
有
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
本
人
に
と
っ
て
一
定
の
意
味
の
あ
る
「
も
の
」
の
も
つ

物
理
的
な
い
し
感
覚
的
意
味
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
行
動
で
は
な
い
か
と
い
う
。
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浜
田
は
、
我
々
が
自
明
な
も
の
と
し
て
そ
の
な
か
に
身
を
落
ち
着
け
て
い
る
意

味
世
界
は
、
前
の
世
代
か
ら
三
項
関
係
を
通
じ
て
敷
き
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
意
味
世
界
を
白
紙
に
還
元
す
る
こ
と
で
、
ま
さ
に
そ
の
三
項
関
係
の
問
題
を
抱

え
て
生
き
て
い
る
自
閉
症
の
子
ど
も
た
ち
の
世
界
を
了
解
の
範
囲
の
な
か
に
取
り

込
め
る
と
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
研
究
法
を
提
案
す
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
法
は

上
述
の
「
真
の
自
閉
症
の
精
神
病
理
学
」
の
主
張
に
そ
う
も
の
で
あ
り
、
本
研
究

が
出
発
点
と
し
て
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
浜
田
の
自
閉
症
論
に
お
い
て
は
確
か

に
、
今
ま
で
断
片
的
に
見
ら
れ
て
い
た
自
閉
症
の
症
状
が
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ

て
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
の
な
か
に
見
え
て
来
る
し
、
ま
た
、
困
難
を
乗
り
越
え
て
、

世
界
の
意
味
を
求
め
続
け
る
自
閉
症
児
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
本
稿
で

は
、
浜
田
の
分
析
を
さ
ら
に
進
め
る
か
た
ち
で
自
閉
症
児
の
常
同
行
動
の
意
味
を

問
い
、
さ
ら
に
深
く
自
閉
性
の
本
質
に
関
る
も
の
と
し
て
常
同
行
動
の
意
味
を
と

ら
え
よ
う
と
す
る
。

（
三
）

　
一
般
に
我
々
が
上
記
の
常
同
行
動
を
前
に
し
か
時
に
感
じ
る
の
は
、
「
同
じ
こ
と

を
」
「
何
時
間
も
」
「
繰
り
返
し
」
「
続
け
る
」
と
い
っ
た
印
象
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

例
え
ば
「
私
は
あ
ん
な
意
味
の
な
い
こ
と
を
、
あ
ん
な
に
長
く
続
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
い
っ
た
我
々
の
素
朴
な
認
識
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ゆ

え
に
我
々
の
注
意
を
引
い
た
り
苛
立
た
し
い
感
情
を
引
き
起
こ
し
た
り
す
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
印
象
や
判
断
は
我
々
の
時
間
意
識
と
深
く
関
連
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
無
意
味
な
こ
と
を
こ
れ
だ
け
長
く
続
け
ら
れ
る
自
閉
症
児
の
時
間

意
識
と
そ
れ
を
含
む
世
界
が
我
々
に
と
っ
て
は
理
解
の
困
難
な
も
の
と
感
じ
ら
れ

　
と
こ
ろ
で
、
自
閉
症
児
の
常
同
行
動
に
接
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
印
象
を
感
じ

る
の
は
我
々
の
素
朴
な
自
然
的
態
度
に
よ
る
判
断
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
の
自
閉

症
児
は
自
身
の
そ
の
行
動
を
そ
の
よ
う
に
は
感
じ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
そ
ら
く
我
々
と
は
違
っ
た
時
間
意
識
を
持
ち
、
そ
の
も
と
で
我
々
と
は
違
っ
た

常
同
行
動
の
感
じ
方
や
そ
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る

と
、
そ
の
行
動
に
接
し
た
際
に
、
我
々
に
「
同
じ
こ
と
を
」
「
何
時
間
も
」
「
続
け

る
」
と
い
う
判
断
を
も
た
ら
す
我
々
の
時
間
的
認
識
を
白
紙
に
戻
し
て
、
そ
の
認

識
が
成
立
し
て
く
る
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
分
析

に
よ
っ
て
、
我
々
の
自
明
な
時
間
認
識
と
は
違
っ
た
時
間
認
識
が
解
明
さ
れ
、
自

閉
症
児
の
時
間
認
識
の
解
明
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
ひ
ら
け
て
く
る
筈
で
あ
る
。

　
中
田
岡
は
重
症
身
心
障
害
児
の
常
同
行
動
に
お
け
る
時
間
意
識
の
分
析
を
行
っ

た
が
、
そ
の
際
、
根
源
的
時
間
に
ま
で
さ
か
の
ぽ
っ
て
時
間
成
立
の
根
拠
を
解
明

し
よ
う
と
し
た
。
根
源
的
時
間
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
㈲
に
よ
っ
て
通
俗
的
時
間
と

区
別
さ
れ
た
時
間
の
様
態
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
我
々
の
通
常
の
生
活
で
体

験
さ
れ
る
空
間
化
さ
れ
た
認
識
の
対
象
と
な
る
時
間
を
通
俗
的
時
間
と
呼
ん
だ
。

そ
の
通
俗
的
時
間
意
識
を
根
源
で
支
え
て
い
る
も
の
が
根
源
的
時
間
で
あ
る
。
通

俗
的
時
間
は
、
我
々
の
相
互
主
観
的
な
世
界
に
お
い
て
は
自
明
な
も
の
で
あ
る
が
、

自
閉
症
児
に
と
っ
て
は
自
明
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
常
同
行

動
に
対
し
て
我
々
が
上
述
の
印
象
を
持
つ
の
は
通
俗
的
な
時
間
意
識
に
基
づ
い
て

い
る
が
、
自
閉
症
児
は
そ
れ
に
対
し
て
相
互
主
観
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
、
自
閉
症
児
の
常
同
行
動
の
時
間
的
意
味
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
時
に
、
通

俗
的
時
間
の
み
に
基
づ
い
て
分
析
を
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
、
根
源
的
時
間

を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
木
村
㈲
は
精
神
分
裂
病
の
現
象
学
的
研
究
か
ら
、
分
裂
病
が
自
己
の
自
己
性
の

病
理
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
時
間
性
の
病
理
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
「
人
間
は

時
間
的
存
在
で
あ
り
（
1
0
頁
）
」
、
ま
た
「
時
間
と
は
自
己
の
別
名
で
あ
る
（
1
0
頁
）
」

と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
時
間
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
根
源
的
時
間
と
同
じ
も
の
で

あ
る
。
浜
田
の
い
う
よ
う
に
、
も
し
自
閉
症
が
自
我
形
成
の
問
題
だ
と
す
る
な
ら
、

自
閉
症
研
究
の
中
心
課
題
は
自
閉
症
児
の
時
間
意
識
に
か
か
わ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
の
点
か
ら
も
、
自
閉
症
児
の
常
同
行
動
に
お
け
る
時
間
意
識
の
問
題
は
意

義
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
、
根
源
的
時
間
と
は
な
に
か
。
木
村
�
は
同
じ
概
念
を
「
原
時
間
」

と
呼
ん
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
い
っ
さ
い
の
外
的
時
間
経
過

と
は
無
関
係
に
、
自
己
存
在
の
本
質
構
造
そ
の
も
の
か
ら
不
断
に
生
み
出
さ
れ
て

い
る
時
間
で
あ
り
、
日
常
的
理
解
に
お
け
る
△
経
過
す
る
時
間
▽
の
イ
メ
ー
ジ
と

は
お
よ
そ
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
△
時
間
∇
の
名
称
が
用
い
に
く
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
存
在
に
と
っ
て
そ
も
そ
も
時
間
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
現

象
を
可
能
に
す
る
根
源
的
な
根
拠
で
あ
る
（
1
5
9
頁
）
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う

自
己
存
在
の
本
質
構
造
と
い
う
の
は
、
自
己
が
自
己
自
身
と
の
差
異
で
あ
り
、
「
自

己
と
は
、
そ
れ
白
身
と
同
一
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
の
み
、
自
己
で
あ
り
う
る
（
1
6
1

頁
）
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
自
己
と
自
己
の
差
異
が
問
題
と
な
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
の
自
己
は
並
列
的
な
二
つ
の
自
己
で
は
な
く
、
「
不
平
等
で
非
対
称
」

な
も
の
で
あ
り
、
一
方
は
ノ
エ
シ
ス
的
自
己
、
も
う
一
方
は
ノ
エ
マ
的
自
己
と
呼

ば
れ
る
。

　
ノ
エ
シ
ス
的
自
己
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
本
を
読
ん
だ
り
音
楽
を
間
い
た
り
し

て
、
そ
の
こ
と
に
没
頭
し
て
い
る
時
の
私
で
あ
り
、
ふ
と
我
に
返
っ
て
今
さ
っ
き

ま
で
自
分
が
何
を
し
て
い
た
か
に
気
付
く
時
に
、
表
象
さ
れ
る
の
が
ノ
エ
マ
的
自

己
で
あ
る
。
ノ
エ
マ
的
自
己
は
「
誰
が
そ
れ
を
し
て
い
た
の
か
」
が
明
確
で
あ
る

か
ら
人
称
的
で
あ
り
、
「
そ
れ
を
し
て
い
た
の
は
私
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
主
語

的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ノ
エ
シ
ス
的
自
己
は
非
定
立
的
で
あ
り
、
今
何
か

に
没
頭
し
て
い
る
現
在
に
お
い
て
は
自
己
は
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
つ
ま

り
、
現
在
に
お
い
て
は
「
淮
が
」
と
い
う
こ
と
は
不
明
確
で
あ
り
匿
名
的
で
あ
り

前
人
称
的
で
あ
り
、
機
能
だ
け
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
で
述
語
的
で
あ
る
。
従
っ

て
、
ノ
エ
シ
ス
的
自
己
と
は
本
来
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
△
自
己
▽
と
は
い
え
な
い

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
い
ね
ば
純
粋
な
自
然
の
源
泉
的
自
発
性
の
よ
う
な
も
の
」

だ
と
い
う
。
こ
の
ふ
た
つ
の
自
己
の
差
異
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
存
在
論
的
差
異

と
呼
ん
だ
も
の
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
「
純
粋
な
自
発
性
」
と
い
わ
れ
る
も
の
が
「
自
己
」
の
か
た
ち
を
と
っ
て

わ
れ
わ
れ
に
経
験
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
客
体
化
さ
れ
た
ノ
エ
マ
的
自

己
か
ら
触
発
を
受
け
て
「
自
己
限
定
」
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
サ

ル
ト
ル
�
が
「
存
在
と
無
」
の
冒
頭
で
あ
げ
て
い
る
例
に
即
し
て
い
え
ば
、
今
私

か
こ
の
シ
ガ
レ
ッ
ト
・
ケ
ー
ス
の
中
の
シ
ガ
レ
ッ
ト
の
数
を
数
え
て
1
2
本
あ
る
と

知
る
と
き
に
、
私
が
シ
ガ
レ
ッ
ト
を
数
え
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
誰
か
に
今
何
を
し
て
い
た
の
だ
と
問
わ
れ
れ
ば
即
座
に
フ
ソ
ガ
レ
ッ
ト
の

数
を
か
ぞ
え
て
い
た
の
だ
」
と
答
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
数
え
て
い
る
現
在
に
お

い
て
は
自
己
は
自
己
以
前
の
源
泉
的
自
発
性
と
し
て
機
能
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は

絶
え
ず
非
定
立
的
に
で
は
あ
る
が
「
数
え
て
い
る
自
分
」
と
い
う
ノ
エ
マ
的
自
己

に
転
化
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
数
え
て
い
る
こ
と
を
「
自
分
の

こ
と
」
と
し
て
限
定
す
る
こ
と
で
新
た
な
差
異
と
し
て
の
現
在
に
お
け
る
「
私
が

数
え
る
こ
と
」
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ノ
エ
シ
ス
的

自
己
と
ノ
エ
マ
的
自
己
は
、
二
つ
の
互
い
に
異
な
っ
た
自
己
で
あ
り
な
が
ら
同
時

に
同
じ
私
で
あ
る
。
自
己
と
い
う
も
の
は
「
差
異
で
あ
る
と
同
時
に
同
一
で
も
あ

る
よ
う
な
、
そ
れ
自
身
の
内
部
に
矛
盾
と
緊
張
を
は
ら
ん
た
事
態
」
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
ノ
エ
シ
ス
的
自
己
と
ノ
エ
マ
的
自
己
の
あ
い
だ
の
差
異
の
自
己
限
定
が

根
源
的
な
時
間
を
生
み
出
す
原
構
造
で
あ
る
」
と
い
う
。

　
ノ
エ
シ
ス
的
自
己
と
ノ
エ
マ
的
自
己
の
存
在
論
的
差
異
は
動
き
と
し
て
感
じ
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
（
動
き
や
変
化
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
時
間
に
出

会
う
こ
と
も
で
き
な
い
こ
只
4
3
貫
）
」
し
、
「
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
絶
え
ず
動
き
や
変
化
を
感
じ
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
こ
か
ら
は
じ
め
て
時
間
の
実
感
が
う
ま
れ
る
言
１
１
、
4
3
頁
）
」
か
ら
で
あ
る
。
中

田
は
こ
れ
と
同
じ
事
態
を
「
機
能
す
る
自
我
は
原
初
的
に
流
れ
る
と
い
う
こ
と
を

指
し
示
し
て
い
る
（
2
6
7
頁
）
」
と
表
現
す
る
。
反
省
作
用
に
よ
っ
て
機
能
す
る
自
我

　
（
ノ
エ
シ
ス
的
自
己
）
は
、
対
象
化
さ
れ
主
題
化
さ
れ
た
も
の
（
ノ
エ
マ
的
自
己
）

へ
と
転
化
す
る
。
こ
の
転
化
は
「
流
れ
る
」
と
い
う
性
質
を
伴
な
い
、
反
省
作
用

を
可
能
に
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
機
能
す
る
自
我
と
主
題
化
さ
れ
た
自
我
は

分
裂
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
一
の
自
我
で
あ
る
。
流
れ
行
き
つ
つ
も
常
に
同
じ

自
我
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
現
す
の
に
「
流
れ
つ
つ
常
住
し
て
い
る
」
と
い
う
が
、
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こ
れ
は
木
村
が
「
自
己
の
自
己
限
定
」
と
い
う
の
と
同
じ
事
態
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

が
時
間
と
い
う
こ
と
の
発
生
し
て
来
る
も
っ
と
も
原
初
的
な
事
態
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
通
俗
的
時
間
が
「
川
の
流
れ
」
の
よ
う
な
も
の
だ
と
か
、
「
過
ぎ
去
る
」

も
の
と
し
て
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
の
は
、
根
源
的
時
間
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
性
質

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
中
田
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
つ
つ
あ
る
自
我
は
そ
れ
だ
け
で
時
間
意
識

を
生
み
出
す
の
で
は
な
く
て
、
「
再
想
起
」
の
働
き
が
不
可
欠
の
こ
と
と
な
る
。
ま

た
、
流
れ
つ
つ
あ
る
自
我
を
生
き
生
き
と
し
た
現
在
に
お
け
る
自
我
と
同
一
化
す

る
た
め
に
は
、
す
で
に
生
成
し
て
し
ま
っ
て
流
れ
去
っ
た
自
我
が
再
想
起
さ
れ
、

現
在
の
中
で
反
復
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
こ
こ
に
お
い
て
は
じ
め

て
わ
れ
わ
れ
は
、
非
主
題
的
に
匿
名
的
に
自
我
が
流
れ
る
と
い
う
こ
と
を
体
験
す

る
こ
と
に
対
し
、
主
題
的
に
即
自
存
在
と
し
て
の
流
れ
る
現
在
を
、
す
な
わ
ち
、

流
れ
と
し
て
の
時
間
そ
れ
自
体
を
直
感
す
る
の
で
あ
る
（
2
7
2
頁
）
」
と
し
て
い
る
。

中
田
に
よ
れ
ば
、
自
閉
的
傾
向
の
強
い
重
症
児
の
場
合
に
は
、
流
れ
る
自
我
で
は

あ
る
が
、
再
想
起
が
な
い
た
め
に
、
流
れ
と
し
て
の
時
間
を
直
感
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
、
自
我
の
機
能
自
体
は
流
れ
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
て
い
る
時

間
性
の
自
我
で
あ
り
、
彼
ら
の
活
動
は
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。

そ
し
て
、
彼
ら
の
自
我
は
「
原
初
的
転
化
に
お
い
て
絶
え
ず
新
た
な
今
を
現
実
化

す
る
自
我
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
（
2
7
9
頁
）
」
と
い
う
。

　
自
閉
的
傾
向
の
強
い
重
症
児
は
、
「
絶
え
ず
究
極
的
に
機
能
す
る
自
我
に
触
発
さ

れ
た
自
我
の
機
能
そ
れ
自
体
を
享
受
し
て
い
る
（
説
頁
）
」
だ
け
で
あ
り
、
「
身
体
上

の
直
接
的
な
身
体
的
感
覚
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
自
我
の
機
能
を
享
受
し
て
い
る

だ
け
だ
（
2
8
1
頁
）
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
現
前
化
と
い
う
自
我
の
能
動
的
な
反
復

の
か
わ
り
に
、
自
ら
の
身
体
を
使
っ
て
知
覚
的
に
連
続
的
な
類
同
化
を
行
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
て
来
る
（
2
8
6
頁
）
」
あ
る
い
は
「
自
己
の
身
体
を
動
か
す
時
に
の

み
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
常
同
反
復
行
動
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
現
前
化
に
よ

る
反
復
と
同
じ
よ
う
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
（
2
8
8
頁
）
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

通
常
の
自
己
に
お
い
て
は
ノ
エ
マ
的
自
己
が
ノ
エ
シ
ス
的
自
己
を
触
発
す
る
の
だ

が
、
か
れ
ら
に
あ
っ
て
は
身
体
的
感
覚
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
が
自
閉
的
傾
向
の
強
い
重
症
児
自
身
に
と
っ
て
の
常
同
行
動
の

意
味
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
通
常
の
自
閉
症
の
症
例
と
比
較
す
る
と
身

心
の
機
能
が
よ
り
大
き
く
障
害
を
う
け
て
い
る
よ
う
だ
が
、
常
同
行
動
に
問
し
て

は
基
本
的
に
同
様
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
常
同
行
動
を
持
つ
自
閉
症
児
あ
る
い
は
重

症
児
に
お
い
て
は
、
根
源
的
時
間
の
発
生
の
原
初
の
と
こ
ろ
で
、
自
己
が
自
己
に

な
ら
ん
と
す
る
そ
の
時
に
、
自
己
化
の
働
き
が
不
全
と
な
り
、
そ
の
現
れ
と
し
て

常
同
行
動
か
生
じ
て
く
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
定
の
行
動
な
り
動
作
が
「
反
復
」
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
に
つ
い

て
の
中
田
の
解
釈
に
は
若
干
疑
問
を
感
じ
る
点
か
お
る
。
彼
は
「
反
復
し
よ
う
と

す
る
こ
と
は
、
た
と
え
完
全
な
合
致
に
至
ら
ず
と
も
、
過
去
の
も
の
と
類
似
な
も

の
を
来
る
べ
き
現
在
に
お
い
て
持
と
う
と
す
る
こ
と
だ
（
2
8
6
頁
）
」
と
し
て
、
常
同

行
動
か
積
極
的
な
企
投
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
他
方
で

は
「
彼
ら
は
、
常
同
反
復
行
動
に
よ
り
、
彼
ら
の
世
界
を
操
作
し
そ
の
変
化
を
楽

し
ん
で
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
彼
ら
は
、
世
界
の
変
化
か
ら
逃
れ
る

た
め
に
、
こ
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
2
8
8
頁
）
」
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
基
本
的
に
は
常
同
行
動
を
自
我
の
機
能
に
と
っ
て
消
極
的
な
も
の
と
捉
え

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
常
同
行
動
か
こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
動
機
に
よ
る
も
の
だ

と
す
る
と
、
果
た
し
て
あ
れ
だ
け
「
長
く
」
「
繰
り
返
す
」
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。

し
か
も
中
田
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
常
同
反
復
行
動
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の

現
前
化
に
よ
る
反
復
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
わ

れ
わ
れ
自
身
の
現
前
化
、
す
な
わ
ち
自
己
の
自
己
化
か
消
極
的
な
動
機
に
よ
る
も

の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
の
患
者
ア
ン
ネ
・
ラ
ウ
は
、
母
親
に
次
々
と
質
問
を
し
て

困
ら
せ
た
。
そ
の
質
問
は
た
と
え
ば
「
こ
れ
こ
れ
の
服
地
は
ど
ん
な
服
に
い
い
の

か
、
ど
ん
な
と
き
に
ど
ん
な
服
を
着
れ
ば
い
い
か
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
」
と
い

っ
た
質
問
で
あ
っ
た
。
ア
ン
ネ
の
疑
問
は
普
段
わ
れ
わ
れ
が
自
明
の
も
の
と
し
て

疑
問
に
思
い
さ
え
し
な
い
で
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
疑
問
で
あ
っ
た
。
自
己
の
自
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己
性
が
危
機
に
頻
し
て
い
た
分
裂
病
患
者
の
ア
ン
ネ
は
、
こ
の
よ
う
な
質
問
を
し

て
母
に
答
え
て
も
ら
う
こ
と
で
、
自
己
あ
る
い
は
世
界
の
自
然
な
自
明
性
を
成
立

さ
せ
よ
う
と
す
る
積
極
的
で
主
体
的
な
努
力
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
自
閉

症
の
常
同
行
動
も
こ
れ
に
比
せ
ら
れ
る
よ
う
な
積
極
的
な
も
の
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
自
閉
症
の
宮
岡
行
動
は
、
自
己
を
成
立
さ
せ
、
そ
し

て
時
間
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
意
味
を
持
っ
た
行
動
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
企
て
は
あ
く
ま
で
も
現
実
の
身
体
活
動
に
よ
っ
て
の

み
遂
行
さ
れ
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
表
象
さ
れ
自
己
に
現
前
す
る
よ
う
な
抽
象
的

な
自
己
と
は
な
ら
な
い
た
め
に
常
に
未
遂
に
終
わ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
行
動
自
体
は
、
サ
ッ
ク
ス
が
「
行
動
の
な
か
に
だ
け
あ
ら
わ
れ
、
行

動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
統
合
（
医
頁
）
」
と
い
う
場
合
の
統
合
を
自

ず
と
目
指
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
木
村
と
中
田
の
自
己
診
・
時
問
診
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
自
閉
症
児
の

常
同
行
動
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
分
析
を
す
す
め
て
き
た
。
自
閉
症
の
現

象
の
理
解
は
、
わ
れ
わ
れ
自
ら
の
心
的
現
象
に
よ
る
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
り
、

自
閉
症
の
現
象
に
接
し
か
場
合
の
わ
れ
わ
れ
自
身
の
意
識
・
知
覚
の
成
立
の
過
程

を
深
く
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
解
明
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
ま
た
、
自
閉
症
の
現
象
の
理
解
が
そ
の
ま
ま
人
間
の
理
解
に
つ
な
が
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
理
解
の
困
難
な
対
象
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
人
間
の
根
源
に
追
っ
て

い
か
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

（2）巾(3)(4)(5)(6)
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