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通
俗
的﹁
男
脳
・
女
脳
﹂言
説
が
は
ら
む
問
題

性
差
を
め
ぐ
る
脳
科
学
と
社
会
の
中
の
性
別

筒
井
晴
香

１　

は
じ
め
に

　
男
女
の
脳
の
違
い
を
め
ぐ
る
言
説
が
一
般
大
衆
の
人
気
を
集
め
て
い
る
。
こ
の
種
の
言
説
は
、﹁
社
会
の
中
で
男
性
と
女
性

が
と
も
に
生
き
て
い
く
上
で
は
、
互
い
の
違
い
を
正
し
く
知
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
﹂
と
い
う
考
え
の
も
と
に
、
脳
の
性
差
に

関
す
る
知
見
か
ら
、
社
会
生
活
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
て
い
く
た
め
の
示
唆
を
導
き
出
し
て
い
る
。
男
女
の
間
に
あ
る
違
い
を

正
し
く
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
そ
れ
自
体
は
、
き
わ
め
て
ま
っ
と
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
一
方
で
、
社
会
の
中
で
の
男
女
の
あ
り
方
を
巡
る
問
題
に
対
し
て
安
易
に
脳
科
学
的
知
見
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、

性
差
別
的
な
考
え
方
の
容
認
や
助
長
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
も
あ
り
う
る
。
実
際
に
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、

性
や
性
差
に
関
す
る
脳
神
経
倫
理
学
の
必
要
性
を
主
張
す
る
論
者
も
出
て
き
て
い
る

（
（
（

。

　
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、﹁
性
に
応
じ
て
あ
る
人
に
対
す
る
処
遇
を
変
え
る
べ
き
か
否
か
﹂
を
我
々
が
判
断
す
る
上
で
、
男

女
の
間
で
ど
の
よ
う
な
面
に
ど
の
程
度
の
性
差
が
あ
る
の
か
が
全
く
関
連
し
な
い
と
は
考
え
難
い
。
で
は
、
脳
の
性
差
に
関
す

る
脳
科
学
的
知
見
は
、
我
々
が
社
会
の
中
で
、
性
別
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
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ど
の
よ
う
な
形
で
関
連
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
本
稿
で
は
脳
の
性
差
を
話
題
と
す
る
通
俗
的
言
説
に
お
い
て
、
我
々
が
社
会
生
活
を
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
た
め
に
な
す
べ

き
こ
と
に
関
す
る
主
張
が
ど
の
よ
う
に
導
き
出
さ
れ
て
い
る
の
か
を
具
体
的
に
見
る
こ
と
を
通
し
、
脳
の
性
差
に
関
す
る
知
見

を
我
々
の
社
会
生
活
に
関
連
付
け
、
利
用
す
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で
可
能
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な

場
合
に
不
適
切
で
あ
る
の
か
、
ま
た
利
用
す
る
に
当
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
点
に
配
慮
す
べ
き
な
の
か
を
考
え
る
。

２　

通
俗
的
「
男
脳
・
女
脳
」
言
説

２・１
　
通
俗
的
「
男
脳
・
女
脳
」
言
説
の
概
要

　﹃
話
を
聞
か
な
い
男
、
地
図
が
読
め
な
い
女

―
男
脳
・
女
脳
が
﹁
謎
﹂
を
解
く
﹄︵
以
下
、﹃
話
を
～
﹄
と
す
る
︶
を
は
じ

め
、
男
女
間
で
の
脳
の
違
い
を
テ
ー
マ
と
し
た
通
俗
書
が
人
気
を
博
し
て
い
る
。
本
節
で
は
﹃
話
を
～
﹄
と
日
本
で
出
版
さ
れ

た
類
書

（
（
（

に
お
い
て
登
場
す
る
、
男
女
の
脳
の
違
い
に
ま
つ
わ
る
言
説
の
主
旨
と
具
体
的
内
容
を
ま
と
め
る
。
な
お
、
以
下
で
こ

の
よ
う
な
言
説
を
﹁
通
俗
的
﹃
男
脳
・
女
脳
﹄
言
説
﹂
と
呼
ぶ
。

　
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
の
主
旨
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
近
年
の
脳
科
学
研
究
に
よ
れ
ば
、
脳
に
は

明
確
な
性
差
が
あ
り
、
そ
れ
が
男
女
の
思
考
や
行
動
の
違
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
差
は
、
社
会
的
な
影
響
の
み

に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
。

　
ど
う
や
ら
男
と
女
は
生
物
学
的
に
異
な
る
生
き
も
の
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
ら
し
く
、
社
会
が
決
ま
り
き
っ
た
役
割
を
押

し
つ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
つ
ま
り
男
女
の
ち
が
い
は
、
脳
の
回
路
の
ち
が
い
な
の
で
あ
る
。
脳
の
配
線
が
ち

が
う
た
め
に
、
世
界
の
認
識
も
変
わ
っ
て
く
る
し
、
価
値
観
や
優
先
順
位
も
同
じ
で
は
な
く
な
る
。
ど
ち
ら
が
良
い
悪
い
で
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は
な
く
、
た
だ
ち
が
う
だ
け
な
の
だ
。︵Pease and Pease 2001, 10; 

邦
訳
、
三
一
︶

　
男
と
女
は
違
う
生
き
物
で
あ
る
。
脳
の
構
造
も
違
え
ば
、
体
の
構
造
も
違
う
。

　
特
に
脳
の
構
造
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
、
男
と
女
が
ま
っ
た
く
別
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
世
界
を
見
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
。
何
に
気
を
と
ら
れ
、
何
を
心
地
良
く
感
じ
、
何
を
求
め
、
何
を
守
る
か
、
と
い
っ
た
も
の
の
考
え
方
す
べ
て
が
違
っ

て
く
る
。
思
考
形
態
が
ま
っ
た
く
﹁
別
も
の
﹂
な
の
で
あ
る
。︵
姫
野 

二
〇
〇
六
、一
一
︶

　
男
女
の
考
え
方
、
行
動
の
違
い
は
、
社
会
機
構
が
作
り
だ
し
た
も
の
も
も
ち
ろ
ん
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
、
長
年
の

進
化
に
よ
っ
て
遺
伝
子
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
、
脳
の
進
化
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
等
、
生
物
学
的
な
違
い
に
よ
っ
て
、

男
女
は
違
っ
た
反
応
を
し
、
行
動
を
と
っ
て
い
る
の
だ
。︵
米
山 

二
〇
〇
三
、八
︶

　
脳
の
認
識
の
機
構
か
ら
言
え
ば
、
男
と
女
は
絶
対
に
同
じ
人
間
で
は
な
い
。
脳
生
理
学
的
に
認
識
の
機
構
が
違
う
か
ら
、

男
に
は
女
が
理
解
で
き
な
い
し
、
女
に
は
男
が
納
得
で
き
な
い
の
で
あ
る
。︵
黒
川 

二
〇
〇
六
、七
一
︶

　
そ
し
て
、
我
々
の
社
会
生
活
を
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
男
性
と
女
性
の
違
い
を
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

　
男
女
を
同
じ
も
の
と
み
な
す
考
え
か
た
に
は
、
危
険
が
い
っ
ぱ
い
だ
。
脳
の
配
線
が
異
な
る
男
と
女
に
、
画
一
的
な
行

動
を
押
し
つ
け
て
い
る
の
だ
か
ら
。︹
…
…
︺
な
ぜ
こ
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
さ
え
わ
か
っ
て
お
け
ば
、
自
分
と
ち
が

う
相
手
と
う
ま
く
共
存
し
、
価
値
を
認
め
、
む
し
ろ
大
切
に
さ
え
思
え
て
く
る
は
ず
だ
。︵Pease and Pease 2001, 285; 

邦
訳
、
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三
四
二
︶

　
日
ご
ろ
か
ら
不
可
思
議
に
思
っ
て
い
る
相
手
の
思
考
法
や
行
動
が
、
男
女
間
の
脳
や
体
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
違
い
か
ら

く
る
こ
と
だ
と
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
相
手
と
つ
き
合
っ
て
い
く
際
の
対
応
の
仕
方
も
大
き
く
変
わ
る
は
ず
だ
。︵
姫
野 

二
〇
〇
六
、一
六
︶

　
こ
の
主
旨
そ
れ
自
体
に
は
あ
る
程
度
の
ま
っ
と
う
さ
が
あ
る
と
い
え
る
。
も
し
も
実
際
に
男
性
と
女
性
の
間
で
、
思
考
や
行

動
の
傾
向
に
お
い
て
大
き
な
差
異
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
差
異
に
配
慮
す
る
こ
と
で
我
々
の
社
会
生
活
は
よ
り
よ
い
も
の
と
な

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し
そ
の
よ
う
な
差
異
の
存
在
を
脳
科
学
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
脳
科
学
の
知
見
は

我
々
が
ど
の
よ
う
に
社
会
生
活
を
送
っ
て
い
く
べ
き
か
に
つ
い
て
、
大
き
な
示
唆
を
も
た
ら
す
も
の
と
い
え
る
。

　
続
い
て
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
の
具
体
的
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
に
お

い
て
中
心
的
な
話
題
の
一
つ
で
あ
る
、
脳
梁
・
脳
の
左
右
差
に
お
け
る
性
差
に
関
す
る
部
分
を
ま
と
め
る
。

　
通
俗
的
言
説
に
お
い
て
は
、
女
性
は
男
性
よ
り
も
、
左
右
の
大
脳
半
球
を
結
ぶ
神
経
繊
維
で
あ
る
脳
梁
の
後
ろ
の
部
分
︵
脳

梁
膨
大
部
︶
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
︵Pease and Pease 2001, 53–54; 

邦
訳
、
七
八
～
七
九
︶。
ま
た
、
同
様
に
左

右
の
大
脳
半
球
を
結
ん
で
い
る
前
交
連
と
呼
ば
れ
る
神
経
線
維
も
、
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る

こ
と
も
あ
る
︵
姫
野 

二
〇
〇
六
、二
二
～
二
四
︶。

　
脳
梁
の
太
さ
の
違
い
は
、
能
力
や
行
動
な
ど
様
々
な
点
で
の
男
女
の
違
い
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
。
女
性

の
脳
の
方
が
脳
梁
や
前
交
連
が
太
い
と
い
う
こ
と
は
、
女
性
は
男
性
よ
り
も
左
右
の
脳
の
連
絡
が
良
い
と
い
う
こ
と
に
等
し
い
。

つ
ま
り
、
女
性
は
男
性
に
比
べ
、
左
右
の
脳
の
間
で
の
情
報
の
行
き
来
が
ス
ム
ー
ズ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
男
女
の
間
で
は

様
々
な
行
動
的
特
徴
の
違
い
が
生
じ
て
く
る
。
例
え
ば
、
左
右
の
脳
の
広
い
領
域
を
一
度
に
使
う
こ
と
の
で
き
る
女
性
は
、
掃
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除
を
し
な
が
ら
お
し
ゃ
べ
り
す
る
と
い
う
よ
う
に
一
度
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
男
性
は
一
度
に

一
つ
の
こ
と
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
り
、
同
時
に
多
く
の
こ
と
を
行
う
の
は
苦
手
で
あ
る
︵Pease and Pease 2001, 54–55; 

邦

訳
、
七
九
～
八
〇
︶。
ま
た
、
女
性
の
脳
で
は
感
情
に
関
す
る
情
報
の
行
き
来
も
多
い
た
め
、
女
性
は
男
性
に
比
べ
感
情
豊
か

で
、
些
細
な
こ
と
で
も
感
情
的
に
反
応
す
る
傾
向
が
あ
る
︵
姫
野 

二
〇
〇
六
、二
二
～
二
四
︶。

　
こ
れ
と
関
連
し
て
、
左
右
の
脳
の
発
達
の
仕
方
や
使
い
方
に
男
女
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
よ
く
言
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

男
性
は
右
脳
に
空
間
認
知
を
専
門
と
す
る
領
域
を
持
つ
が
、
女
性
の
脳
に
は
そ
の
よ
う
な
領
域
が
な
い
と
か
、
女
性
は
発
話
の

際
に
左
右
両
方
の
脳
を
使
う
の
に
対
し
、
男
性
は
左
脳
し
か
用
い
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
﹁
男
性

は
空
間
認
知
能
力
に
優
れ
、
女
性
は
言
語
能
力
に
優
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
、
能
力
面
で
の
違
い
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
提
示

さ
れ
る
。
ま
た
、
男
性
は
短
い
言
葉
で
論
理
的
な
話
し
方
を
し
、
寡
黙
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
女
性
は
非
常
に
お
し
ゃ
べ
り
で

あ
り
、
一
度
に
い
く
つ
も
の
話
題
を
把
握
で
き
る
と
い
っ
た
傾
向
も
、
左
右
の
脳
の
使
い
方
や
連
絡
の
良
さ
に
起
因
す
る
も
の

と
し
て
説
明
さ
れ
る
︵Pease and Pease 2001, chaps. 4–5

︶。

　
上
で
述
べ
た
よ
う
な
様
々
な
違
い
か
ら
は
、
男
性
は
目
的
志
向
的
・
論
理
的
、
女
性
は
感
情
的
で
あ
る
と
い
う
傾
向
が
見
て

取
れ
る
。
男
性
と
女
性
の
関
心
や
考
え
方
の
違
い
も
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
具

体
的
に
は
、
男
性
は
物
体
や
そ
の
仕
組
み
に
関
心
を
持
つ
が
、
女
性
は
人
間
や
人
間
同
士
の
関
係
に
関
心
を
持
つ
。
男
性
は
問

題
解
決
を
重
ん
じ
る
が
、
女
性
は
具
体
的
な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
よ
り
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
調
和
、
協
力
を
重
ん
じ

る
︵Ibid., 140–48; 

邦
訳
、
一
七
三
～
八
四
︶。

　
そ
も
そ
も
男
性
と
女
性
の
脳
の
あ
り
方
の
違
い
は
、
な
ぜ
生
じ
て
き
た
の
か
。
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
に
よ
れ
ば
、

こ
の
点
は
進
化
的
観
点
に
よ
り
説
明
さ
れ
る
。
狩
猟
を
担
う
男
性
に
と
っ
て
は
、
獲
物
を
追
い
か
け
て
し
と
め
る
た
め
に
、
優

れ
た
空
間
認
識
能
力
や
目
的
志
向
型
の
考
え
方
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
一
方
、
採
集
と
子
育
て
を
担
う
女
性
に
は
、
周
囲
の

様
々
な
状
況
に
目
を
配
っ
て
危
険
を
察
知
し
た
り
、
子
供
や
仲
間
の
感
情
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
た
り
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
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男
女
の
脳
の
違
い
は
長
い
時
間
を
か
け
て
、
進
化
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
教
育
の
仕
方
等
を
変
え
た
と
こ
ろ
で

容
易
に
は
動
か
し
が
た
い
も
の
と
さ
れ
る
︵Ibid., 5, 12–14; 

同
、
二
三
～
二
四
、三
三
～
三
六
︶。

　
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
男
女
の
脳
の
間
の
決
定
的
な
差
が
生
ま
れ
る
の
か
。
こ
こ
で
重
要

な
役
割
を
担
う
と
さ
れ
る
の
が
性
ホ
ル
モ
ン
、
と
り
わ
け
、
胎
生
期
に
分
泌
さ
れ
る
性
ホ
ル
モ
ン
で
あ
る
。
男
性
の
胎
児
の
場

合
、
ア
ン
ド
ロ
ゲ
ン
と
呼
ば
れ
る
性
ホ
ル
モ
ン
の
大
量
分
泌
が
起
こ
る
た
め
に
脳
も
男
性
化
さ
れ
、
上
で
述
べ
た
よ
う
な
様
々

な
男
性
的
特
徴
を
そ
な
え
た
脳
に
な
る
。
女
性
の
場
合
は
こ
の
ア
ン
ド
ロ
ゲ
ン
の
大
量
分
泌
が
な
い
た
め
、
脳
の
男
性
化
は
起

こ
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
脳
の
男
性
化
・
女
性
化
は
胎
児
の
時
点
で
生
じ
て
お
り
、
社
会
環
境
や
育
て
方
の
影
響
は
わ
ず
か

な
も
の
と
い
え
る
︵Ibid., 57–58; 

同
、
八
三
～
八
四
︶。

　
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
は
、
上
記
の
よ
う
な
男
女
の
違
い
を
、
動
か
し
が
た
い
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、

男
女
は
お
互
い
に
対
し
て
許
容
的
に
な
り
、
衝
突
の
な
い
円
満
な
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
主
張
す
る
。
ま

た
、
教
育
や
職
業
選
択
と
い
っ
た
場
面
に
お
い
て
も
、
脳
の
性
差
に
基
づ
い
て
適
性
を
判
断
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
配
慮
を
す
る

こ
と
で
、
よ
り
良
い
結
果
が
得
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

２・２
　
通
俗
的
「
男
脳
・
女
脳
」
言
説
に
お
け
る
「
な
す
べ
き
こ
と
」

　
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
に
お
い
て
は
、
我
々
が
社
会
生
活
を
送
っ
て
い
く
上
で
、
性
別
が
関
わ
っ
て
く
る
様
々
な
場

面
に
お
け
る
、
望
ま
し
い
対
処
方
法
に
つ
い
て
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
い
か
な
る
仕
方
で
脳
科
学
的

知
見
か
ら
の
支
持
を
得
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
項
で
は
、
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
に
お
い
て
、
我
々

が
社
会
生
活
の
中
で
男
性
・
女
性
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
く
べ
き
か
に
つ
い
て
の
主
張
が
為
さ
れ
る
際
の
パ
タ
ー
ン
を
整
理

し
て
み
よ
う
。

　
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
、
脳
の
性
差
に
関
す
る
主
張
が
、
現
存
す
る
性
差
を
無
理
に
変
え
よ
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う
と
せ
ず
、
あ
り
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
を
促
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
は
、
進
化
的
に
確
立
さ

れ
た
、
性
に
よ
っ
て
異
な
る
脳
の
特
徴
が
、
我
々
の
能
力
の
限
界
を
決
定
づ
け
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
﹁
脳
の
あ
り
方
が
か
く
か
く
で
あ
る
以
上
、
男
性
は
○
○
す
る
こ
と
に
向
い
て
お
り
、
そ
の
逆
は
き
わ
め
て
苦
手
で
あ

る
﹂
と
い
っ
た
こ
と
が
言
わ
れ
、
こ
れ
が
﹁
男
性
は
○
○
す
る
べ
き
だ
﹂
と
い
う
主
張
の
根
拠
に
さ
れ
る
。
以
下
で
具
体
的
な

記
述
を
い
く
つ
か
見
て
み
よ
う
。

　
教
職
、
上
演
芸
術
、
人
材
育
成
、
文
学
な
ど
、
女
が
優
れ
た
能
力
を
発
揮
す
る
の
は
、
抽
象
的
な
推
理
力
が
最
重
要
で
は

な
い
分
野
だ
。
男
は
チ
ェ
ス
で
活
躍
す
れ
ば
い
い
し
、
女
は
ダ
ン
ス
や
イ
ン
テ
リ
ア
に
活
路
を
見
い
だ
せ
ば
い
い
の
で
あ
る
。

︵Ibid., 129; 

同
、
一
六
一
︶

　
直
感
的
に
作
業
が
こ
な
せ
る
脳
の
配
線
に
な
っ
て
い
れ
ば
別
だ
が
、
そ
う
で
な
い
人
は
そ
こ
そ
こ
の
レ
ベ
ル
を
保
つ
の
に

も
た
ゆ
ま
ぬ
精
進
を
積
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。︵Ibid., 133; 

同
、
一
六
七
︶

　
こ
こ
で
の
主
張
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
事
実
と
し
て
、
男
女
の
能
力
や
行
動
傾
向
に
お
い
て
は
複
数
の
側
面
で
大

き
な
差
が
あ
る
。
そ
の
差
は
進
化
的
に
確
立
さ
れ
た
脳
の
違
い
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
差
を
な
く
す
よ
う
に
す
る
の
は

困
難
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
自
分
の
性
に
お
け
る
能
力
の
あ
り
方
に
応
じ
て
生
き
方
を
選
択
す
る
こ
と
、
ま
た
あ

る
人
に
対
し
て
、
そ
の
人
の
性
に
お
け
る
能
力
の
あ
り
方
に
合
わ
せ
た
対
応
を
と
る
こ
と
は
、
性
差
を
無
理
に
な
く
そ
う
と
し

た
り
、
性
差
の
存
在
を
考
慮
し
な
い
よ
う
な
対
応
を
と
っ
た
り
す
る
よ
り
も
、
損
失
が
少
な
く
利
益
が
多
い
。
こ
こ
で
﹁
損
失

が
少
な
く
利
益
が
多
い
﹂
と
い
う
意
味
で
﹁
合
理
的
で
あ
る
﹂
と
い
う
表
現
を
使
え
ば
、
通
俗
的
言
説
に
お
け
る
一
つ
の
主
張

は
﹁
事
実
と
し
て
、
進
化
的
に
確
立
さ
れ
た
、
性
に
よ
っ
て
異
な
る
脳
の
あ
り
方
に
従
っ
た
ほ
う
が
合
理
的
で
あ
る
﹂
と
い
う
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こ
と
だ
と
い
え
る
。

　
さ
ら
に
、
通
俗
的
言
説
に
は
﹁
進
化
的
に
確
立
さ
れ
た
、
性
に
よ
っ
て
異
な
る
脳
の
あ
り
方
に
従
っ
た
生
き
方
は
自
然
で
あ

る
、
あ
る
い
は
我
々
の
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
﹂
と
い
っ
た
主
張
も
見
ら
れ
る
。

　
犬
に
後
ろ
脚
だ
け
で
歩
く
こ
と
を
教
え
こ
み
、
そ
の
習
慣
を
長
年
続
け
て
い
れ
ば
、
そ
の
犬
の
子
ど
も
も
同
じ
こ
と
を
す

る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
、
犬
本
来
の
歩
き
か
た
で
は
な
い
の
で
、
多
大
な
努
力
と
苦
痛
を
伴
う
は
ず
だ
。
犬

は
や
は
り
四
本
足
で
歩
く
の
が
自
然
な
姿
な
の
で
あ
る
。︵Ibid., 134; 

同
、
一
六
七
︶

　
上
の
二
つ
の
ほ
か
に
、﹁
進
化
的
に
確
立
さ
れ
た
我
々
の
脳
の
あ
り
方
が
、
我
々
の
持
つ
興
味
や
欲
求
、
願
望
等
の
あ
り
方

を
決
定
づ
け
る
﹂
と
い
う
主
張
も
見
ら
れ
る
。

　
女
は
相
手
を
攻
撃
す
る
よ
り
、
自
分
の
家
を
守
る
ほ
う
に
興
味
を
持
つ
。
そ
の
こ
と
は
、
脳
が
は
っ
き
り
物
語
っ
て
い
る
。

︵Ibid., 129; 

同
、
一
六
一
︶

　
男
は
力
と
達
成
と
セ
ッ
ク
ス
を
求
め
、
女
は
関
係
と
安
定
と
愛
を
求
め
る
。
こ
の
事
実
に
腹
を
立
て
る
の
は
、
雨
が
降
っ

た
と
き
空
を
な
じ
る
よ
う
な
も
の
だ
。︵Ibid., 285; 

同
、
三
四
二
︶

　
以
上
を
整
理
し
よ
う
。
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
に
お
い
て
、
脳
の
あ
り
方
に
関
す
る
事
実
が
、﹁
我
々
は
、
進
化
的

に
確
立
さ
れ
た
、
性
に
よ
っ
て
異
な
る
脳
の
あ
り
方
に
従
っ
て
生
き
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
い
う
主
張
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て

用
い
ら
れ
る
際
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
、
以
下
の
三
通
り
が
考
え
ら
れ
る
。
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︵
１
︶
進
化
的
に
確
立
さ
れ
た
、
性
に
よ
っ
て
異
な
る
脳
の
あ
り
方
に
従
う
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
。

︵
２
︶
進
化
的
に
確
立
さ
れ
た
、
性
に
よ
っ
て
異
な
る
脳
の
あ
り
方
に
従
う
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。

︵
３
︶
我
々
は
、
進
化
的
に
確
立
さ
れ
た
、
性
に
よ
っ
て
異
な
る
脳
の
あ
り
方
に
従
う
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
﹁
男
女
は
異
な
っ
た
生
き
方
を
す
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
い
う
主
張
そ
れ
自
体
に
等
し
い
わ
け
で
は
な
い
が
、﹁
男

女
が
異
な
っ
た
生
き
方
を
す
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
い
う
判
断
を
支
持
し
う
る
事
実
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

３　

通
俗
的
「
男
脳
・
女
脳
」
言
説
に
見
ら
れ
る
問
題

３・１
　
通
俗
的
「
男
脳
・
女
脳
」
言
説
の
科
学
的
妥
当
性

　
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
に
お
い
て
は
、
進
化
的
に
確
立
さ
れ
た
、
性
に
よ
っ
て
異
な
る
脳
の
あ
り
方
に
従
う
こ
と
が

合
理
的
で
あ
る
・
自
然
で
あ
る
と
い
っ
た
事
実
が
、﹁
我
々
は
進
化
的
に
確
立
さ
れ
た
、
性
に
よ
っ
て
異
な
る
脳
の
あ
り
方
に

従
っ
て
生
き
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
い
う
主
張
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
、
ま
ず
当
然
な
が
ら
、
脳
の
性
差
に
関
す
る
事
実
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
事
柄
の
正
確
さ
が
問
わ

れ
る
。
性
に
よ
っ
て
異
な
る
脳
の
あ
り
方
が
、
能
力
や
欲
求
等
に
お
け
る
性
差
を
決
定
づ
け
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
動
か
し

が
た
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
現
在
の
脳
科
学
の
観
点
か
ら
見
て
本
当
に
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

３・１・１
　
脳
梁
の
性
差
を
巡
る
問
題

　
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
も
脳
梁
が
太
い
と
い
う
主
張
は
一
九
八
二
年
に
雑
誌
﹃
サ
イ
エ
ン
ス
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
︵de 
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Lacoste-U
tam

sing and H
ollow

ay 1982

︶
に
お
い
て
な
さ
れ
、
議
論
を
呼
ん
で
き
た
。
脳
梁
研
究
に
お
い
て
は
適
切
な
計
測
・

分
析
方
法
そ
れ
自
体
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
近
年
に
な
っ
て
新
し
い
手
法
に
よ
る
研
究
も
出
て
き
て
い
る
が
、
脳
梁
の
性
差

の
有
無
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
︵H

alpern et al. 2007, 26–27

︶。
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ワ
ー
ル
ス
テ
ン
は
、
既

存
の
研
究
の
分
析
・
再
検
討
を
通
し
、
脳
梁
の
形
・
大
き
さ
の
性
差
に
つ
い
て
否
定
的
な
結
論
を
下
し
て
い
る
。
彼
ら
は
こ
の

論
文
で
、
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
イ
ー
ク
誌
や
タ
イ
ム
誌
と
い
っ
た
知
名
度
の
高
い
一
般
誌
に
お
い
て
、
脳
梁
の
大
き
さ
の
性
差
が
確
立

さ
れ
た
科
学
的
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
取
り
挙
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
︵Bishop and W

ahlsten 1997, 582

︶。

　
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
に
お
い
て
は
、
脳
梁
の
大
き
さ
や
形
に
は
っ
き
り
と
し
た
性
差
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の

点
を
巡
っ
て
は
脳
科
学
の
枠
内
で
も
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
脳
梁
の
構
造
的
性
差
と
い
う
点
に
関
し
て
、
通
俗
的
言

説
の
書
き
ぶ
り
は
誇
張
を
含
む
と
い
え
る
。
で
は
、
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
に
含
ま
れ
る
よ
り
根
本
的
な
主
張
、
す
な

わ
ち
﹁
脳
の
何
ら
か
の
部
分
に
お
い
て
構
造
・
機
能
上
の
性
差
が
あ
り
、
そ
れ
が
男
女
の
認
知
・
行
動
傾
向
や
、
能
力
、
欲
求

の
あ
り
方
等
に
動
か
し
難
い
性
差
を
生
ん
で
い
る
﹂
と
い
う
主
張
の
科
学
的
妥
当
性
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

３・１・２
　
脳
の
性
差
を
巡
る
科
学

　
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
に
お
い
て
は
、
脳
の
性
差
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
脳
の
性
差

は
初
期
人
類
の
﹁
男
性
は
狩
猟
、
女
性
は
採
集
と
子
育
て
﹂
と
い
う
生
活
形
態
を
通
し
て
確
立
さ
れ
た
。
脳
の
性
差
は
胎
児
期

の
ホ
ル
モ
ン
分
泌
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
脳
の
性
差
は
我
々
の
様
々
な
認
知
・
行
動
傾
向
や
能
力
に
お
け
る
明
確
な
性
差

を
生
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
脳
の
性
差
や
認
知
・
行
動
傾
向
の
性
差
を
な
く
す
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
全
面
的
に
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
多
く
の
単
純
化
や
誇
張
を
含
ん
で
い
る
。

　
ま
ず
、
脳
の
性
差
の
進
化
論
的
説
明
に
関
し
て
、
通
俗
的
文
脈
で
は
よ
く
﹁
初
期
人
類
は
肉
を
主
食
と
し
、
男
性
は
狩
猟

の
た
め
に
活
発
に
動
き
回
り
、
女
性
は
採
集
と
出
産
・
養
育
に
従
事
し
て
い
た
﹂
と
い
う
説
明
が
持
ち
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
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一
九
六
〇
年
代
に
流
行
し
た
仮
説
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
に
対
し
て
は
既
に
批
判
や
異
論
・
反
証
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
仮
説

の
背
後
に
女
性
蔑
視
的
観
点
が
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
（
（

。
現
在
で
は
、
初
期
人
類
の
主
要
な
食
糧
獲
得
の
手
段
は

植
物
・
小
動
物
等
の
採
集
で
あ
り
、
大
き
な
性
別
役
割
分
業
は
な
か
っ
た
と
い
う
説
が
優
勢
の
よ
う
で
あ
る
︵H

alpern 1997, 

1094; 

田
中 
二
〇
〇
四
、一
一
六
～
二
〇
︶。

　
次
に
、
脳
の
性
差
が
生
じ
る
原
因
に
つ
い
て
。
ヒ
ト
の
男
性
の
胎
児
で
は
妊
娠
一
二
～
二
二
週
ぐ
ら
い
に
か
け
て
胎
児
の
精

巣
か
ら
大
量
の
ア
ン
ド
ロ
ゲ
ン
が
分
泌
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
内
・
外
性
器
の
分
化
・
発
達
の
み
な
ら
ず
、
脳
の
性
分
化
も
生

じ
る
︵
山
内
・
新
井 
二
〇
〇
六
、二
七
～
二
八
︶。
こ
れ
が
脳
の
性
差
に
関
わ
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
い
う
点
は
確
か
だ
が
、

当
然
な
が
ら
社
会
環
境
や
経
験
の
あ
り
方
の
違
い
も
脳
の
性
差
に
寄
与
し
う
る
。

　
脳
や
認
知
の
性
差
の
原
因
を
問
う
に
当
た
っ
て
﹁
生
ま
れ
か
育
ち
か
﹂
と
い
っ
た
形
で
問
い
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
単
純
に
過
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
ホ
ル
モ
ン
や
生
活
環
境
、
行
動
の
相
互
作
用
の
複
雑
さ
を
示
す
例
と
し

て
、
ロ
ジ
ャ
ー
ス
は
次
の
事
例
に
触
れ
て
い
る
。
母
ラ
ッ
ト
は
雄
の
子
の
肛
門
と
性
器
部
分
を
雌
の
子
の
そ
れ
よ
り
頻
繁
に
舐

め
る
。
母
ラ
ッ
ト
の
行
動
の
違
い
は
雄
ラ
ッ
ト
の
尿
に
の
み
含
ま
れ
る
物
質
の
匂
い
に
よ
っ
て
生
じ
て
お
り
、
こ
の
物
質
は
テ

ス
ト
ス
テ
ロ
ン
と
呼
ば
れ
る
ホ
ル
モ
ン
の
作
用
に
よ
っ
て
包
皮
腺
か
ら
分
泌
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
母
ラ
ッ
ト
の
行
動
の
違
い
が
、

子
ラ
ッ
ト
が
成
年
期
に
入
っ
た
時
の
性
行
動
の
違
い
や
発
情
周
期
の
有
無
、
そ
し
て
あ
る
脳
部
位
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
数
の
違
い

等
に
影
響
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
例
か
ら
次
の
こ
と
が
い
え
る
。
ホ
ル
モ
ン
が
脳
や
行
動
に
影
響
を
も
た
ら
す
と

し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
直
接
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
他
個
体
か
ら
の
働
き
か
け
等
を
含
ん
だ
複
雑
な
因
果
連
関

の
中
で
役
割
を
果
た
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
︵Rogers 2001, 93–95

︶。
同
様
の
こ
と
は
ヒ
ト
に
お
い
て
も
生
じ

う
る
。
例
え
ば
、
空
間
認
知
能
力
は
生
物
学
的
要
因
の
影
響
に
よ
る
性
差
の
存
在
が
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
る
能
力
の
一
つ
だ
が
、

こ
れ
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
男
性
に
お
い
て
は
、
胎
児
期
の
性
ホ
ル
モ
ン
に
よ
っ
て
活
動
性
が
増

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
男
児
は
環
境
空
間
と
の
遭
遇
の
機
会
が
女
児
よ
り
多
く
な
る
。
結
果
と
し
て
、
男
児
は
女
児
よ
り
空
間
認
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知
に
優
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
男
性
の
空
間
認
知
能
力
に
は
胎
児
期
の
ホ
ル
モ
ン
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
影
響
は
き
わ
め
て
間
接
的
で
あ
る
︵
竹
内 

一
九
九
四
、七
二
︶。

　
ハ
ル
パ
ー
ン
ら
は
認
知
能
力
の
性
差
を
問
う
に
当
た
っ
て
、
遺
伝
子
・
ホ
ル
モ
ン
・
環
境
や
経
験
と
い
っ
た
要
因
が
︵
例
え

ば
環
境
の
変
動
に
よ
っ
て
ホ
ル
モ
ン
レ
ベ
ル
が
変
化
し
、
そ
れ
が
一
定
の
行
動
を
促
す
こ
と
で
さ
ら
に
環
境
が
変
化
す
る
と

い
っ
た
よ
う
に
︶
互
い
に
相
互
作
用
し
な
が
ら
脳
の
構
造
・
組
織
に
影
響
し
て
い
く
以
上
、
様
々
な
要
因
を
互
い
に
全
く
独
立

な
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
を
述
べ
、﹁
生
ま
れ
か
育
ち
か
﹂
と
い
っ
た
二
分
法
的
考
え
方
は
誤
り
で
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
︵H

alpern et al. 2007, 30–31

︶。

　
と
こ
ろ
で
、
上
で
は
ラ
ッ
ト
の
例
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
げ
っ
歯
類
等
の
動
物
に
お
け
る
脳
の
性
差
研
究
は
、
ヒ
ト
の
脳
の

性
差
に
関
す
る
重
要
な
手
掛
か
り
と
さ
れ
て
い
る
。
ヒ
ト
の
場
合
、
研
究
倫
理
上
の
問
題
や
技
術
上
の
問
題
等
か
ら
、
実
験
や

観
察
の
可
能
な
範
囲
に
制
約
が
生
じ
て
し
ま
う
。
動
物
に
対
し
て
は
性
ホ
ル
モ
ン
の
投
与
等
、
様
々
な
手
段
を
通
し
て
の
人
為

的
な
性
転
換
も
可
能
で
あ
る
た
め
、
動
物
は
ヒ
ト
の
脳
の
形
態
形
成
を
理
解
す
る
有
用
な
モ
デ
ル
と
さ
れ
、
実
際
に
脳
の
性
差

と
行
動
の
性
差
の
関
係
に
つ
い
て
様
々
な
知
見
が
得
ら
れ
て
い
る
︵
佐
久
間 

二
〇
〇
六
︶。
他
方
で
、
脳
の
構
造
・
機
能
に
は

動
物
種
に
よ
る
違
い
も
大
き
く
、
動
物
で
得
ら
れ
た
結
果
が
人
間
に
ど
の
程
度
当
て
は
ま
る
と
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
慎
重
な

態
度
が
求
め
ら
れ
る
。

　
こ
の
点
を
踏
ま
え
、
ヒ
ト
の
脳
の
何
ら
か
の
側
面
に
お
い
て
、
能
力
や
認
知
・
行
動
面
の
違
い
を
生
み
出
す
よ
う
な
性
差
が

あ
る
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
見
て
み
よ
う
。

　
佐
久
間
に
よ
れ
ば
ヒ
ト
の
脳
の
形
態
に
お
け
る
性
差
は
、
脳
の
重
さ
や
表
面
の
脳
回
の
数
、
左
右
の
重
さ
の
差
、
脳
梁
や
前

交
連
等
左
右
の
大
脳
半
球
を
結
ぶ
構
造
の
発
達
の
程
度
と
い
っ
た
複
数
の
側
面
に
つ
い
て
見
ら
れ
、
海
馬
の
大
き
さ
に
も
性
差

が
あ
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
︵
同
、
三
五
八
︶。
し
か
し
﹁
生
殖
行
動
や
生
殖
内
分
泌
に
関
わ
る
脳
部
位
の
性
差
の
研
究

は
よ
う
や
く
記
述
の
段
階
か
ら
、
性
分
化
の
機
序
の
解
明
に
進
み
つ
つ
あ
る
が
、
認
知
・
記
憶
や
情
動
に
関
わ
る
脳
の
性
差
に
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つ
い
て
は
そ
の
存
在
を
含
め
て
議
論
が
絶
え
な
い
﹂︵
同
、
三
六
四
︶
と
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
ヒ
ト
の
能
力
や
認
知
・
行
動
傾
向
に
お
け
る
性
差
に
関
し
て
は
、
言
語
能
力
や
空
間
認
知
能
力
、
数
学
能
力
、
攻
撃

性
等
は
比
較
的
一
定
し
て
性
差
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
︵M

accoby and Jacklin 1974

︶
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
差
の
大
き
さ

が
個
人
差
に
く
ら
べ
て
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵H

yde 1981; H
yde 1984

︶。
性
差
は
あ
く
ま
で
も
集
団
と

し
て
見
た
男
性
／
女
性
の
平
均
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
の
差
で
あ
る
た
め
、
我
々
の
社
会
生
活
の
中
で
上
記
の
よ
う
な
性
差
に

関
す
る
知
見
が
何
ら
か
の
参
考
に
な
り
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
集
団
レ
ベ
ル
で
の
男
性
／
女
性
の
処
遇
を
考
え

る
場
合
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
︵H

alpern 1997, 1098

︶。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
能
力
や
認
知
・
行
動
面
に
影
響
す
る
よ
う
な
脳
の
性
差
の
有
無
に
つ
い
て
は
実
験
結
果
や
議
論
が
分
か

れ
て
お
り
、
ま
た
能
力
や
認
知
・
行
動
面
の
違
い
は
極
端
に
大
き
い
も
の
で
は
な
さ
そ
う
、
と
い
う
の
が
現
状
の
よ
う
だ
。
で

は
﹁
脳
の
性
差
や
認
知
・
行
動
面
の
性
差
を
な
く
す
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
﹂
と
い
う
点
は
ど
う
か
。
田
中
は
、
ヒ
ト

の
脳
の
中
で
も
基
本
的
生
命
活
動
に
関
わ
る
、
進
化
的
に
古
い
部
分
と
、
学
習
や
適
応
行
動
に
関
わ
る
進
化
的
に
新
し
い
部
分

と
を
区
別
す
る
。
古
い
脳
が
司
る
本
能
・
情
動
行
動
に
お
け
る
性
差
に
は
生
理
的
・
内
分
泌
学
的
な
要
因
の
寄
与
が
大
き
い
が
、

新
し
い
脳
が
司
る
認
知
や
言
語
機
能
に
お
け
る
性
差
に
は
経
験
や
社
会
環
境
の
違
い
に
よ
る
影
響
が
大
き
く
、
従
っ
て
後
者
は

前
者
に
比
べ
経
験
に
よ
る
可
塑
性
が
高
い
︵
田
中 

二
〇
〇
四
、
第
二
章
～
第
三
章
︶。
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
空
間
認
知
能
力

の
テ
ス
ト
結
果
に
お
け
る
経
年
変
化
を
示
し
て
い
る
研
究
も
い
く
つ
か
あ
る
︵
竹
内 

一
九
九
五
︶。
ま
た
、
あ
る
種
の
空
間
認

知
能
力
テ
ス
ト
の
成
績
の
性
差
が
短
時
間
の
訓
練
に
よ
り
解
消
し
た
と
い
う
報
告
も
な
さ
れ
て
い
る
︵K

ass et al. 1998

︶。
脳

に
性
差
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
変
え
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
上
で
見
て
き
た
様
々
な
研
究
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
脳
の
性
差
に
関
す
る
一
連
の
研
究
に
つ

い
て
は
、﹁
一
般
に
、
旧
来
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
に
よ
く
一
致
す
る
よ
う
な
実
験
結
果
に
対
す
る
、
方
法
論
的
見
直
し
や
批
判
・

検
討
が
十
分
で
な
い
﹂
と
い
う
指
摘
も
多
く
為
さ
れ
て
い
る
。
具
体
例
を
挙
げ
よ
う
。
月
経
等
に
よ
る
ホ
ル
モ
ン
の
変
動
が
成
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人
の
心
理
状
態
に
対
し
て
も
た
ら
す
影
響
は
盛
ん
に
研
究
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
心
理
状
態
の
変
化
に
は
様
々
な
要
因
が
影

響
し
う
る
こ
と
、
ま
た
気
分
の
変
化
が
ホ
ル
モ
ン
の
分
泌
に
影
響
を
も
た
ら
す
場
合
も
あ
る
こ
と
や
、
心
理
状
態
の
変
化
の
際

に
は
多
数
の
ホ
ル
モ
ン
が
同
時
に
変
動
す
る
こ
と
等
を
考
え
る
と
、
単
に
相
関
関
係
を
見
る
だ
け
で
、
特
定
の
性
ホ
ル
モ
ン
が

心
理
状
態
に
も
た
ら
す
影
響
を
解
明
す
る
の
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
。
既
存
の
研
究
に
は
こ
の
よ
う
な
観
点
を
欠
い
た
も

の
が
多
く
、
方
法
論
的
検
討
が
不
十
分
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、﹁
女
性
は
情
緒
不
安
定
だ
﹂
と
い
っ
た
、
あ
る
性
に
関
す

る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
特
定
の
性
ホ
ル
モ
ン
に
直
結
さ
せ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︵Fausto-

Sterling 1985, chaps. 4–5; V
idal and Benoit-Brow

aeys 2005, chap. 5

︶。

３・１・３
　
脳
科
学
に
お
け
る
性
差
へ
の
配
慮
の
重
要
性

　
上
で
見
た
よ
う
に
、
脳
や
能
力
等
の
性
差
に
関
し
て
は
様
々
に
議
論
が
分
か
れ
て
お
り
、
部
位
や
能
力
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、

性
差
は
あ
っ
て
も
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
す
る
と
、﹁
生
殖
機
能
や
内
分
泌
に
関
わ
る
脳
部
位
で
な
け
れ

ば
、
性
差
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
要
素
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
﹂
と
い
っ
た
考
え
も
浮
か
ん
で
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
ケ
イ
ヒ
ル
は
脳
科
学
者
が
研
究
の
際
に
性
差
を
考
慮
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
く
主
張
し
て
い
る
︵C

ahill 2006

︶。
だ
が
こ

こ
で
は
、
脳
活
動
が
異
な
っ
て
も
行
動
面
の
性
差
を
生
じ
な
い
よ
う
な
場
合
も
多
々
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
脳
の
性
差
は
海
馬

や
扁
桃
体
と
い
っ
た
様
々
な
脳
部
位
の
機
能
を
知
る
上
で
、
あ
る
い
は
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
や
統
合
失
調
症
、
脳
卒
中
等
、
発

生
率
や
特
性
に
お
い
て
性
差
が
見
ら
れ
る
中
枢
神
経
系
関
連
の
疾
患
の
研
究
・
治
療
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
と
さ

れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
脳
の
性
差
へ
の
注
目
は
、
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
様
相
を

呈
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
通
俗
的
言
説
に
お
い
て
は
む
し
ろ
、
関
心
の
対
象
は
脳
そ
れ
自
体
と
い
う
よ
り
も
、
我
々
自
身

の
あ
り
方
、
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
我
々
の
性
格
や
価
値
観
、
生
き
方
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
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脳
は
我
々
自
身
に
つ
い
て
知
り
、
語
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
性
差
に
関
す
る
脳
科
学
は
、

必
ず
し
も
常
に
こ
の
よ
う
な
側
面
を
探
求
の
対
象
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

３・２
　
通
俗
的
「
男
脳
・
女
脳
」
言
説
の
主
張
に
対
す
る
検
討

　
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
に
お
い
て
は
、
科
学
的
妥
当
性
に
関
し
て
厳
密
で
な
い
記
述
も
多
い
。
こ
の
点
だ
け
を
も
っ

て
し
て
も
、
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
に
お
け
る
、
我
々
が
為
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
主
張
は
必
ず
し
も
適
切
で
な
い

も
の
だ
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
問
う
べ
き
は
単
に
科
学
的
事
実
の
妥
当
性
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
能
力
や
行
動
傾
向
、
好
み
等
に
お
い

て
、
男
女
で
生
得
的
な
違
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
﹁
そ
の
違
い
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
、
あ
る
い
は
生
か
す
よ
う
に
す
る

べ
き
だ
﹂
と
い
う
議
論
も
﹁
そ
の
違
い
を
な
く
す
よ
う
に
す
る
べ
き
だ
﹂
と
い
う
議
論
も
あ
り
う
る
。
例
え
ば
仮
に
、
多
く
の

女
性
に
は
お
し
ゃ
べ
り
を
好
む
よ
う
に
な
る
強
い
生
得
的
傾
向
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、﹁
だ
か
ら
十
分
に
し
ゃ
べ
ら
せ
て
や
る

べ
き
だ
﹂
と
い
う
議
論
と
、﹁
だ
か
ら
過
剰
な
お
し
ゃ
べ
り
を
我
慢
さ
せ
る
よ
う
な
教
育
や
訓
練
を
十
分
に
与
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
﹂
と
い
う
議
論
の
い
ず
れ
も
あ
り
う
る
。
違
い
が
生
じ
て
い
る
能
力
や
行
動
傾
向
等
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
男
性
・
女

性
・
性
別
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
価
値
観
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
り
、
導
か
れ
る
議
論
は
変
わ
っ
て
く

る
と
い
え
る
。

　
こ
の
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
２
・
３
で
取
り
上
げ
た
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
主
張
に
つ
い
て
、
科
学
的
妥
当
性
の
観
点
と
は

別
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
点
を
考
え
て
み
よ
う
。

︵
１
︶
進
化
的
に
確
立
さ
れ
た
、
性
に
よ
っ
て
異
な
る
脳
の
あ
り
方
に
従
う
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
。

　
合
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か
の
み
に
よ
っ
て
為
す
べ
き
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
仮
に
男
子
に
は
数
学
を
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よ
り
多
く
、
女
子
に
は
国
語
を
よ
り
多
く
学
ば
せ
る
こ
と
で
学
生
の
成
績
や
進
学
状
況
が
良
く
な
り
、
結
果
的
に
学
生
個
人
個

人
に
と
っ
て
利
益
が
大
き
い
、
即
ち
合
理
的
で
あ
る
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
個
人
が
学
び
た
い
こ
と
に
関
す
る
選
択
を
尊
重
す

る
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
教
科
を
同
様
に
学
ぶ
機
会
の
平
等
を
尊
重
す
る
ほ
う
が
重
要
だ
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
こ
の
場
合

は
結
局
、
我
々
が
教
育
の
目
的
を
何
に
お
く
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

︵
２
︶
進
化
的
に
確
立
さ
れ
た
、
性
に
よ
っ
て
異
な
る
脳
の
あ
り
方
に
従
う
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
言
わ
れ
る
﹁
自
然
で
あ
る
﹂
あ
る
い
は
﹁
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
は
﹁
生
得
的
な
方
向
付
け
に
従
っ

て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
と
し
て
理
解
で
き
る
が
、
善
で
あ
る
か
否
か
が
、
生
得
的
な
方
向
付
け
に
適
っ
て

い
る
か
否
か
そ
れ
自
体
で
決
ま
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
は
生
得
的
な
方
向
付
け
に
従
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
否
か
が
、
あ
る
行
為
を
め
ぐ
る
道
徳
的
判
断
に
深
く
関
わ
る
よ
う

に
見
え
る
一
つ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
同
性
愛
の
神
経
的
基
盤
に
関
す
る
研
究
に
基
づ
い
て
﹁
同
性

愛
行
為
を
す
る
傾
向
は
生
得
的
な
も
の
で
あ
り
、
意
図
的
な
選
択
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
同
性
愛
行
為
を
し
た
人
を
罪

に
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
い
う
主
張
が
同
性
愛
者
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、﹁
生
得

的
で
あ
る
か
否
か
﹂
は
同
性
愛
行
為
が
意
図
的
な
選
択
に
よ
り
為
さ
れ
た
か
否
か
と
い
う
点
に
お
い
て
﹁
あ
る
人
の
為
し
た
同

性
愛
行
為
に
対
し
道
徳
的
責
任
を
問
え
る
か
否
か
﹂
の
判
断
に
関
連
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
﹁
同
性
愛
行
為
を
意
図
的

に
行
え
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
道
徳
的
責
任
が
生
じ
る
﹂
と
い
う
こ
と
が
暗
黙
的
に
前
提
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
同

性
愛
行
為
が
道
徳
的
責
任
を
問
わ
れ
る
よ
う
な
行
為
か
と
い
う
点
は
自
明
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
同
性
愛
行
為
が
生

得
的
な
方
向
付
け
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
決
定
さ
れ
な
い

（
（
（

。

︵
３
︶
我
々
は
、
進
化
的
に
確
立
さ
れ
た
、
性
に
よ
っ
て
異
な
る
脳
の
あ
り
方
に
従
う
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
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こ
こ
で
は
ま
ず
、﹁
あ
る
人
が
欲
求
を
持
つ
と
い
う
状
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
性
差
の
見
ら
れ
る
脳
部
位
は
そ
の

状
態
の
形
成
に
ど
の
程
度
寄
与
し
う
る
の
か
﹂
と
い
う
事
実
的
な
問
題
が
明
確
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
問
い
へ
の
答

え
は
、
一
次
的
・
二
次
的
と
い
っ
た
欲
求
の
種
類
に
よ
っ
て
も
変
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
仮
に
、
あ
る
人
の
身
体
・
脳
の
あ
り
方
が
、
当
人
の
性
の
進
化
的
に
確
立
さ
れ
た
身
体
・
脳
の
あ
り
方
と
一
致
し
て
お
り
、

そ
の
人
が
そ
の
脳
の
あ
り
方
に
影
響
を
受
け
て
生
じ
た
欲
求
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
人
の
持
つ
欲
求
は
、

そ
の
人
の
性
に
固
有
の
脳
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
性
に
関
わ
ら
な
い
よ
う
な
人
間
固
有
の
進
化
的
あ
り
方
、
ま
た

そ
の
人
の
経
験
や
、
経
験
を
通
し
て
築
か
れ
た
価
値
、
そ
の
人
の
文
化
的
・
社
会
的
背
景
と
い
っ
た
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
影

響
を
受
け
う
る
。
加
え
て
、
一
人
の
人
が
複
数
の
欲
求
を
同
時
に
持
つ
こ
と
は
き
わ
め
て
一
般
的
な
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
、

様
々
な
要
因
に
基
づ
い
て
生
じ
て
く
る
様
々
な
欲
求
の
中
で
、
性
に
固
有
の
脳
の
あ
り
方
に
影
響
を
受
け
た
欲
求
が
、
常
に
当

人
に
と
っ
て
最
も
望
ま
し
い
も
の
と
な
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

４　

社
会
の
中
の
性
別

　
通
俗
的
言
説
で
は
﹁
あ
る
種
の
性
差
は
明
確
に
存
在
し
、
そ
れ
を
な
く
す
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
た
め
、
無
理
に
な

く
そ
う
と
す
べ
き
で
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
が
強
く
主
張
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
性
差
に
関
す
る
科
学
的
知
見
の
単
純
化
・
誇

張
や
、
脳
の
性
差
が
男
女
の
違
い
を
解
消
し
が
た
い
仕
方
で
決
定
づ
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
論
じ
る
点
の
誤
り
を
指
摘
で
き
る
。

ま
た
、
例
え
困
難
を
伴
う
と
し
て
も
、
性
差
を
な
く
す
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
、
前
節
で
見
た
通
り

で
あ
る
。

　
と
は
い
え
一
方
で
、
要
因
が
何
で
あ
れ
、
我
々
の
間
に
性
に
応
じ
た
何
ら
か
の
違
い
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ

る
面
で
の
男
女
の
違
い
を
な
く
す
と
い
っ
た
こ
と
は
現
実
的
で
な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
実
際
に
あ
る
男
女
間
の
違
い
を
認
識
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し
、
そ
の
違
い
に
基
づ
い
て
社
会
の
中
で
男
性
や
女
性
を
ど
う
扱
う
べ
き
か
を
考
え
て
い
く
こ
と
は
、
我
々
の
社
会
の
あ
り
方

を
考
え
る
上
で
有
益
で
あ
り
う
る
。

　
但
し
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
、
我
々
の
社
会
に
お
け
る
性
別
の
あ
り
方
と
、
我
々
の
間
に
あ
る
性
差
と
の
関
係
で
あ
る
。

我
々
は
社
会
生
活
の
様
々
な
場
面
で
、
互
い
に
対
し
、﹁
男
か
女
か
﹂
に
よ
る
区
別
を
し
ば
し
ば
行
う
。
そ
れ
は
我
々
の
間
の

生
物
学
的
な
違
い
に
対
応
し
た
区
別
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
実
際
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
そ
も
そ
も
生
物
学
に
お
い
て
、
性
別
と
は
ど
の
よ
う
な
区
別
な
の
か
。
染
色
体
や
生
殖
器
官
の
違
い
に
よ
る
区
別
、

と
い
っ
た
答
え
が
思
い
浮
か
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
実
は
、
一
口
に
生
物
学
的
観
点
と
い
っ
て
も
、
性
別
は
染
色
体
、
遺
伝
子
発

現
、
胎
児
期
／
子
ど
も
時
代
／
思
春
期
以
降
の
ホ
ル
モ
ン
レ
ベ
ル
、
生
殖
器
官
、
第
二
次
性
徴
と
い
っ
た
複
数
の
基
準
に
お
い

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
に
よ
る
区
分
は
完
全
に
二
型
的
で
は
な
い
し
、
異
な
る
観
点
か
ら
の
区
分
は
必
ず
し

も
互
い
に
一
致
し
な
い
︵Fausto-Sterling 2000, 22

︶。
生
物
学
に
お
け
る
性
別
は
一
枚
岩
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
社
会
に
お
い
て
、
性
別
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
な
い
こ
と
が
社
会
学
の

分
野
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
小
宮
は
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
研
究
者
サ
ッ
ク
ス
の
﹁
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
装
置
﹂
と
い
う

ア
イ
デ
ア
に
即
し
て
、
我
々
の
社
会
に
お
け
る
、
性
別
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
独
特
な
あ
り
方
を
描
き
出
し
て
い
る
︵
小
宮 

二
〇
〇
六
︶。

　﹁
成
員
カ
テ
ゴ
リ
ー
﹂
と
は
、﹁
男
﹂﹁
教
師
﹂﹁
視
覚
障
害
者
﹂
と
い
っ
た
、
我
々
が
周
囲
の
人
々
を
特
徴
づ
け
る
際
に
用
い

る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
指
す
語
で
あ
り
、
我
々
は
こ
れ
ら
を
一
定
の
適
用
規
則
に
則
っ
た
仕
方
で
用
い
る
こ
と
で
社
会
の
中
で
様
々

な
状
況
を
理
解
し
、
行
為
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。﹁
男
﹂﹁
女
﹂
と
い
う
性
別
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
社
会
の
中
の
ど
の

よ
う
な
集
団
の
成
員
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
二
つ
の
い
ず
れ
か
に
振
り
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
様
々
な
活
動
や
外
見
の
特
徴
、
ま
た
人
を
特
徴
づ
け
る
そ
の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

︵
職
業
等
︶
と
結
び
つ
い
て
い
る
。﹁
男
﹂
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
特
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定
の
活
動
を
行
い
、
外
見
上
の
特
徴
を
示
し
、
関
連
す
る
そ
の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
れ
を
破

る
人
は
そ
の
理
由
を
問
わ
れ
た
り
、
時
に
は
﹁
男
の
く
せ
に
﹂
と
い
っ
た
表
現
に
よ
っ
て
非
難
を
受
け
た
り
す
る
。
ま
た
直
接

的
な
非
難
で
な
く
と
も
、﹁
男
﹂
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
よ
う
な
外
見
上
の
特
徴
を
持
っ
て
い
れ
ば
﹁
変
な
人
﹂

と
い
う
ま
な
ざ
し
を
向
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
﹁
性
別
が
わ
か
る
こ
と
が
﹃
ふ
つ
う
の
人
﹄
で
あ
る
た
め
の
構
成
要
素
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
﹂︵
同
、
二
〇
三
︶
と
い
え
る
。

　
右
で
示
さ
れ
て
い
る
論
点
は
﹁
我
々
の
社
会
は
、
そ
の
成
員
が
み
な
、
様
々
な
場
面
で
、
様
々
な
特
徴
に
つ
い
て
首
尾
一
貫

し
て
男
も
し
く
は
女
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
社
会
の
成
員
が
持
つ
特
徴
︵
話
し
方
、
振
る
舞
い
、
服
装
、
職
業
等
︶
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、﹁
男
﹂
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
し
く
は

﹁
女
﹂
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
連
付
け
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
個
人
が
首
尾
一
貫
し
て
﹁
男
﹂
あ
る
い
は
﹁
女
﹂
の
特
徴
を
そ
な
え
て

い
な
け
れ
ば
、
ふ
つ
う
の
成
員
と
し
て
社
会
生
活
に
参
加
す
る
こ
と
に
困
難
を
き
た
す
よ
う
な
あ
り
方
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
社
会
の
中
に
お
け
る
﹁
男
﹂
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
﹁
女
﹂
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
社
会
の
中
で
の
個
人
の
あ
り
方
・
ふ
る
ま
い
方
、
換

言
す
れ
ば
、
社
会
の
成
員
と
し
て
の
個
人
の
基
本
的
な
性
質
を
規
定
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
生
物
学
に

お
け
る
、
様
々
な
観
点
か
ら
見
た
身
体
の
あ
り
方
の
区
別
と
し
て
の
﹁
男
性
﹂﹁
女
性
﹂
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え

る
。

　
社
会
の
中
の
性
別
の
あ
り
方
に
関
す
る
上
の
よ
う
な
観
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
こ
で
は
、
性
差
を
め
ぐ
る
脳
科
学
と
そ
の

倫
理
に
大
き
く
関
わ
り
う
る
問
題
と
し
て
、
次
の
問
題
を
考
え
た
い
。
出
生
後
、
割
り
当
て
ら
れ
た
性
別
に
対
し
て
強
い
違
和

感
を
抱
く
人
々
が
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
与
え
ら
れ
た
性
別
へ
の
不
適
合
感
は
﹁
性
別
違
和
︵gender dysphoria

︶﹂
と
呼
ば
れ

る
。
性
別
違
和
に
苦
し
む
人
々
の
一
部
は
、
苦
し
み
を
緩
和
す
る
手
段
と
し
て
医
療
に
訴
え
る
。
そ
し
て
一
定
の
条
件
を
満
た

し
て
い
れ
ば
精
神
科
医
に
よ
り
性
同
一
性
障
害
と
し
て
診
断
さ
れ
、
医
療
の
対
象
と
な
る
。
日
本
精
神
神
経
学
会
の
性
同
一
性

障
害
の
診
断
と
治
療
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
性
同
一
性
障
害
は
﹁
自
ら
の
性
別
に
対
す
る
不
快
感
・
嫌
悪
感
﹂﹁
反
対
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の
性
別
に
対
す
る
強
く
持
続
的
な
同
一
感
﹂﹁
反
対
の
性
役
割
を
求
め
る
﹂
と
い
う
徴
候
に
よ
っ
て
診
断
さ
れ
る
︵
日
本
精
神

神
経
学
会 

二
〇
〇
六
、一
一
︶︵
但
し
、
性
別
越
境
の
語
り
が
他
の
精
神
疾
患
に
よ
る
場
合
等
、
い
く
つ
か
の
場
合
は
除
外
さ

れ
る
︶︵
石
田 

二
〇
〇
八
、八
～
一
二
︶。
治
療
と
し
て
精
神
療
法
・
ホ
ル
モ
ン
治
療
・
手
術
療
法
︵
内
性
器
摘
出
と
外
性
器
形

成
、
乳
房
切
除
︶
が
あ
る
︵
全
て
の
当
事
者
が
全
種
類
の
治
療
を
望
む
わ
け
で
は
な
い
︶︵
同
、
一
三
～
一
八
︶。
脳
科
学
的

観
点
か
ら
は
、
性
同
一
性
障
害
の
原
因
は
胎
生
期
の
脳
の
性
分
化
に
お
け
る
変
異
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
お
り
︵
山
内
・
新

井 

二
〇
〇
六
、三
四
〇
～
四
二
︶、
具
体
的
に
は
視
床
下
部
の
分
界
条
床
核
等
の
関
連
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

（
（
（

︵
同
、
三
三
七
～

三
八
︶。

　
さ
て
、
性
同
一
性
障
害
の
原
因
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
の
先
に
、﹁
脳
へ
の
介
入
に
よ
り
性
別
違
和
を
解
消
さ
せ
る
こ
と
で
、

性
同
一
性
障
害
を
治
療
す
る
﹂
と
い
う
発
想
が
出
て
く
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う

な
発
想
が
、
性
別
違
和
を
持
つ
人
々
を
め
ぐ
る
問
題
に
対
し
て
持
ち
う
る
含
意
を
考
え
た
い
。

　
性
別
違
和
を
抱
え
る
当
事
者
た
ち
の
語
り
に
注
目
し
た
研
究
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
人
々
が
も
つ
違
和
感
の

あ
り
よ
う
や
望
む
あ
り
方
を
単
純
な
形
で
捉
え
る
事
が
困
難
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
性
別
違
和
を
抱
え
て
苦
し
む
人
々
の
中

に
は
、
現
在
割
り
当
て
ら
れ
た
性
別
に
対
し
て
強
い
違
和
感
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
反
対
の
性
別
に
対
す
る
同
一
感
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
っ
た
人
々
も
い
る
︵
石
田 

二
〇
〇
八
、七
～
八
︶。

　
鶴
田
に
よ
れ
ば
、
身
体
や
見
た
目
、
振
る
舞
い
等
の
性
別
の
変
更
を
方
向
づ
け
る
の
は
身
体
に
対
す
る
強
い
違
和
感
だ
け
で

は
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
我
々
が
日
常
的
に
行
う
他
者
と
の
相
互
行
為
の
や
り
方
が
、
男
の
や
り
方
と
女
の
や
り
方
に
分

か
れ
る
形
で
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
相
互
行
為
の
中
で
生
き
る
人
々
に
は
、
女
な
ら
女
と
し
て
、
男
な

ら
男
と
し
て
振
る
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
圧
力
が
働
く
。
こ
の
圧
力
は
身
体
へ
の
違
和
感
と
は
別
に
、
性
別
違
和
を

抱
く
人
を
性
別
の
変
更
へ
と
方
向
付
け
る
も
の
で
あ
る
︵
鶴
田 

二
〇
〇
六
︶。
石
田
に
よ
れ
ば
、
性
同
一
性
障
害
の
診
断
を
行

う
精
神
科
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
お
い
て
も
、
自
分
が
反
対
の
性
に
な
る
こ
と
を
望
み
、
そ
の
性
に
ふ
さ
わ
し
い
振
る
舞
い
を



183 通俗的「男脳・女脳」言説がはらむ問題

身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
示
せ
る
患
者
ほ
ど
医
師
と
の
や
り
と
り
が
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
場
合
が
ま
ま
あ
る
た
め
、
一
部

の
当
事
者
に
お
い
て
は
戦
略
的
に
そ
の
よ
う
な
態
度
を
示
し
た
り
、
葛
藤
を
持
ち
な
が
ら
も
医
師
の
持
つ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
に

﹁
迎
合
﹂
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
現
状
が
あ
る
と
い
う
︵
石
田 

二
〇
〇
八
、一
三
八
～
四
四
︶。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、
石

田
は
﹁
戦
略
の
必
要
性
に
気
づ
か
な
か
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
自
ら
が
性
同
一
性
障
害
を
抱
え
て
い
る
の
か
ど
う
か
微
妙
な
感

情
を
抱
い
て
い
る
場
合
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
﹂︵
同
、
一
四
三
︶
と
い
う
危
惧
を
述
べ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
﹁
身
体
の
性
を
反
対
の
も
の
に
変
え
た
い
と
い
う
思
い
は
も
っ
ぱ
ら
社
会
的
圧
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
生
物
学

的
・
神
経
的
基
盤
を
持
た
な
い
﹂
と
い
っ
た
主
張
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
要
因
で
性
別
違
和
に
苦

し
む
人
が
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
方
法
を
探
求
す
る
中
で
、﹁
首
尾
一
貫
し
て
男
で
あ
る
か
女
で
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
が
、
社

会
の
成
員
た
る
前
提
と
し
て
求
め
ら
れ
る
﹂
と
い
う
現
状
は
、
当
事
者
の
判
断
に
一
定
の
方
向
付
け
を
与
え
う
る
こ
と
は
事
実

だ
ろ
う
。

　
男
も
し
く
は
女
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
こ
と
が
社
会
成
員
た
る
た
め
の
必
須
の
要
素
と
な
る
よ
う
な
社
会
の
あ
り
方
は
、
自
分

の
割
り
当
て
ら
れ
た
性
に
違
和
感
を
持
つ
人
々
が
、
社
会
成
員
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
き
わ
め
て
不
安
定
な
も
の
に
さ
れ
る
よ

う
な
事
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
身
体
の
性
と
逆
の
性
の
見
た
目
・
振
る
舞
い
で
生
活
す
る
人
々
が
、
戸
籍
や

健
康
保
険
証
の
性
と
見
た
目
の
性
の
食
い
違
い
ゆ
え
に
就
業
に
大
変
苦
労
す
る
と
い
っ
た
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
︵
同
、
一
三
四

～
三
六
︶。
ま
た
、
ホ
ル
モ
ン
療
法
や
手
術
療
法
は
健
康
保
険
適
用
外
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
治
療
を
望
む
場
合
は
高
額
の

治
療
費
を
捻
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
同
、
一
八
︶。
さ
ら
に
性
同
一
性
障
害
を
め
ぐ
っ
て
は
、
医
療
的
基
準
と
戸
籍
変
更

の
法
的
基
準
が
ず
れ
て
い
る
た
め
に
、
手
術
を
行
っ
た
上
で
一
定
の
条
件
︵
子
供
が
成
人
し
て
い
る
等
︶
を
満
た
し
て
い
な
い

と
戸
籍
の
性
を
変
更
で
き
な
い
、
と
い
う
現
状
が
あ
る
︵
同
、
二
三
～
二
四
、二
六
～
二
七
︶。
す
る
と
、
例
え
明
確
に
﹁
反
対

の
性
に
な
り
た
い
﹂
と
い
う
思
い
を
抱
い
た
人
で
あ
っ
て
も
、
健
康
上
・
金
銭
上
等
の
理
由
で
反
対
の
性
と
し
て
の
外
見
や
身

体
的
特
徴
、
法
的
身
分
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
、
そ
の
場
合
そ
の
人
の
社
会
的
位
置
づ
け
は
や
は
り
不
安
定
な
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も
の
に
な
る
。

　
脳
へ
の
介
入
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、
性
別
違
和
に
苦
し
む
人
々
の
現
状
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
提
案
に
も
つ
な
が
り
う
る
。

﹁
性
別
違
和
に
苦
し
む
人
々
の
脳
を
変
え
る
こ
と
で
、
違
和
感
な
く
男
／
女
と
し
て
、
男
ら
し
い
／
女
ら
し
い
生
き
方
が
で
き

る
よ
う
に
す
れ
ば
、
彼
ら
は
何
ら
問
題
な
く
社
会
参
加
で
き
る
の
で
は
な
い
か
﹂。
だ
が
、
現
状
に
対
し
て
は
﹁
男
／
女
の
ど

ち
ら
か
で
あ
る
こ
と
が
社
会
成
員
た
る
た
め
の
必
須
の
要
素
と
な
る
よ
う
な
社
会
の
あ
り
方
は
、
社
会
を
成
立
さ
せ
る
上
で
本

当
に
必
然
的
な
も
の
か
︵
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
側
面
で
、
ど
の
程
度
ま
で
必
要
な
の
か
。
例
え
ば
戸
籍
に
お

い
て
性
別
は
必
須
か
︶﹂
と
い
う
、
社
会
制
度
の
あ
り
方
を
問
う
観
点
も
あ
り
う
る
。
性
別
違
和
に
苦
し
む
人
々
の
社
会
的
処

遇
を
ど
う
す
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
脳
へ
の
介
入
と
社
会
制
度
の
変
化
、
ど
ち
ら
の
可
能
性
も
視
野
に
入
れ
た
上
で
問
う

て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
性
別
違
和
に
苦
し
む
人
々
の
社
会
的
処
遇
を
め
ぐ
る
問
題
に
対
し
て
、
性
の
自
己
認
識
の
神
経
基
盤
を
め
ぐ
る
研
究
は
大
き

な
影
響
を
与
え
う
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、﹁
脳
の
性
差
﹂
の
話
だ
け
に
よ
っ
て
は
決
し
て
解
決
し
得
な
い
様
々
な
論
点
が
絡
ん
で

く
る
こ
と
は
必
須
で
あ
ろ
う
。

５　

お
わ
り
に

―
脳
の
性
差
に
関
す
る
科
学
的
知
見
と
社
会

　
本
稿
で
は
具
体
的
な
科
学
的
知
見
に
つ
い
て
十
分
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
脳
の
性
差
に
関
す
る
科
学
的
知
見
に

訴
え
て
、
我
々
が
社
会
の
中
で
男
性
・
女
性
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
か
を
論
じ
よ
う
と
す
る
場
合
、
事
実
と
し
て
ど
の
よ
う

な
知
見
が
得
ら
れ
て
い
る
の
か
を
で
き
る
限
り
明
確
に
し
た
上
で
論
じ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
点

が
問
題
と
な
ろ
う
。
事
実
と
し
て
、
男
性
・
女
性
の
平
均
的
な
認
知
・
行
動
傾
向
、
能
力
、
欲
求
等
の
様
々
な
側
面
に
お
い
て

ど
の
程
度
の
差
異
が
見
ら
れ
る
の
か
。
ま
た
、
脳
の
ど
の
よ
う
な
部
分
に
ど
の
程
度
の
構
造
的
・
機
能
的
性
差
が
見
ら
れ
、
そ
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の
差
異
が
男
女
の
認
知
・
行
動
傾
向
、
能
力
、
欲
求
等
の
差
異
に
ど
の
程
度
の
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、
脳

に
お
け
る
差
異
に
は
、
ど
の
よ
う
な
要
因
が
ど
う
い
う
仕
方
で
、
ど
の
程
度
影
響
し
て
い
る
の
か
︵
遺
伝
子
、
ホ
ル
モ
ン
、
身

体
、
社
会
環
境
の
あ
り
方
等
︶。

　
上
記
の
点
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
得
ら
れ
て
い
る
脳
科
学
的
知
見
や
そ
れ
に
関
す
る
議
論
の
状
況
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で

あ
れ
ば
、
我
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
生
き
方
が
合
理
的
で
あ
る
か
、
生
得
的
な
方
向
付
け
に
適
っ
て
い
る
か
、
ま
た
我
々
は

ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
望
む
傾
向
に
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
脳
の
性
差
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
点
の
み
に
よ
っ
て
﹁
我
々
は
社
会
の
中
で
男
性
・
女
性
を
ど
う
扱
う
べ
き
か
﹂
と
い
う
問
い
に

答
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
を
我
々
の
性
に
関
す
る
様
々
な
事
実
の
一
環
と
し
て
踏
ま
え
た
上
で
、
我
々
が
望
ま
し

い
社
会
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
を
問
う
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
そ
の
際
に
は
我
々
が
男
女
の
あ
り
方
に
つ
い
て
固

定
的
に
考
え
や
す
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
に
お
い
て
描
き
出
さ
れ
る
男
性
像
・
女
性
像
は
き
わ
め
て
な
じ
み
深
い
も
の
で
あ
る
。
多
く

の
人
々
は
、
男
性
・
女
性
が
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
種
の
経
験
則
と
し
て
信
じ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
通
俗
的
言
説
は
、
そ
れ
を
単
な
る
経
験
則
で
は
な
く
、
必
然
的
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
い
て

い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
人
々
は
通
俗
的
言
説
に
説
得
力
や
魅
力
を
感
じ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
一
方
で
、

我
々
が
社
会
生
活
の
中
で
互
い
を
理
解
し
、
様
々
に
振
る
舞
う
際
に
﹁
男
性
か
女
性
か
﹂
と
い
う
点
が
重
要
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
の
表
れ
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
男
性
で
あ
る
こ
と
や
女
性
で
あ
る
こ
と
は
、
様
々
な
場
面

に
お
い
て
重
要
な
要
素
と
な
り
う
る
。
だ
が
、
様
々
な
特
徴
を
男
性
か
女
性
の
い
ず
れ
か
に
振
り
分
け
た
上
で
成
り
立
つ
よ
う

な
我
々
の
社
会
的
実
践
の
あ
り
方
は
、
我
々
の
社
会
を
存
続
さ
せ
て
い
く
上
で
︵
ど
の
程
度
︶
必
須
な
の
だ
ろ
う
か
。
性
別
が

き
わ
め
て
重
要
で
基
本
的
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
我
々
の
社
会
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
問
い
は
明
示
化
し
づ
ら
い
が
、
だ
か

ら
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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本
稿
の
ま
と
め
と
し
て
、
次
の
点
を
主
張
し
た
い
。
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
が
は
ら
む
問
題
は
、
単
に
個
々
の
脳
科

学
的
事
実
に
関
す
る
不
正
確
さ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
通
俗
的
言
説
に
お
い
て
は
、
我
々
に
と
っ
て
望
ま
し
い
男
女
の

あ
り
方
が
、
脳
の
性
差
に
よ
っ
て
動
か
し
難
く
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
か
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、

脳
の
性
差
に
関
す
る
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
た
上
で
な
お
、
我
々
が
社
会
に
お
い
て
性
差
や
性
別
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

扱
い
う
る
か
・
扱
っ
て
い
く
べ
き
か
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
検
討
す
べ
き
事
柄
が
様
々
に
あ
る
の
で
あ
る
。

註︵
１
︶ 　
性
や
性
差
を
扱
う
脳
科
学
研
究
に
関
す
る
倫
理
的
考
察
と
し
て
は
ウ
ォ
ル
ペ
や
チ
ャ
ル
フ
ィ
ン
ら
の
研
究
︵W

olpe 2004; C
halfin et al. 2008

︶
を
、
ま
た
、

政
治
的
意
図
を
も
っ
て
脳
の
性
差
に
関
す
る
知
見
の
恣
意
的
な
引
用
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
具
体
的
事
例
に
つ
い
て
は
小
山
︵
二
〇
〇
六
、
三
〇
〇
～

三
︶
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

︵
２
︶ 　
本
稿
第
２
節
で
は
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
と
し
て
、
ピ
ー
ズ
ら
の
著
作
︵Pease and Pease 2001

︶
の
他
に
米
山
︵
二
〇
〇
三
︶、
姫
野
︵
二
〇
〇
六
︶、

黒
川
︵
二
〇
〇
六
︶
を
参
照
し
た
。
な
お
、
ピ
ー
ズ
ら
の
著
作
︵Pease and Pease 2001

︶
の
本
文
引
用
は
、
日
本
語
版
が
国
内
で
広
く
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
を

考
慮
し
、
原
著
か
ら
の
直
接
の
翻
訳
で
は
な
く
、
二
〇
〇
二
年
出
版
の
日
本
語
版
︵
文
庫
版
︶
に
よ
る
翻
訳
を
使
用
し
て
い
る
。

︵
３
︶ 　
通
俗
的
﹁
男
脳
・
女
脳
﹂
言
説
に
お
い
て
頻
繁
に
登
場
す
る
こ
の
種
の
仮
説
は
問
題
含
み
で
あ
る
も
の
の
、
脳
の
性
差
を
進
化
的
観
点
か
ら
説
明
す
る
こ

と
自
体
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
性
選
択
と
い
っ
た
観
点
は
情
動
や
認
知
、
行
動
の
性
差
を
考
え
る
上
で
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
視
座
の
一
つ

で
あ
ろ
う
。
進
化
心
理
学
と
人
間
の
性
を
巡
る
問
題
は
そ
れ
自
体
多
く
の
議
論
を
呼
ん
で
お
り
、
通
俗
的
文
脈
と
の
関
連
に
お
い
て
も
注
目
す
べ
き
話
題
で

あ
る
。
詳
し
く
は
加
藤
︵
二
〇
〇
六
︶
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

︵
４
︶ 　
こ
の
種
の
主
張
が
な
さ
れ
た
具
体
的
事
例
や
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
は
ル
ベ
イ
︵LeVay 1996, chap. 12

︶
に
詳
し
い
。

︵
５
︶ 　
し
か
し
、
分
界
条
床
核
の
差
に
関
す
る
報
告
は
ケ
ー
ス
数
の
少
な
さ
等
の
問
題
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹁
日
本
の
当
事
者
・
医
療
関
係
者
が
繰
り
返
し

引
用
す
る
こ
と
で
、﹃
原
因
の
定
説
﹄
と
し
て
信
じ
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
﹂︵
石
田 

二
〇
〇
八
、
四
︶
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
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