
研
究
発
表

ア

フ

ン

の

シ

フ
ラ
ン
ス
の
モ
ラ
リ
ス
ト
、　
ア
ラ
ン
（本
名
三
ミヽ
―
ル
・
シ
ャ

ル
テ
ィ
エ
）
は
、
日
本
で
は
ポ
ー
ル
・ヴ
ァ
レ
リ
ー
な
ど
と
比
べ

ら
れ
る
文
学
者
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
専
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
デ
カ
ル
ト
の
伝
統
に
連
な
る
主
知
主
義
的
哲

学
者
、
そ
れ
も
レ
オ
ン
・プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
の
よ
う
な
観
念

論
的
主
知
主
義
と
は
異
な
る
、
意
志
的
・現
実
的
な
哲
学
を
体
現

し
た
人
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
。
彼
か
ら
影
響
を
受

け
た
サ
ル
ト
ル
や
メ
ル
ロ
。
ポ
ン
テ
ィ
と
い
っ
た
戦
後
第
一世
代

の
哲
学
者
の
時
代
か
ら
、　
フ
ー
コ
ー
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
デ
リ
ダ
と

い
っ
た
第
二
世
代
の
時
代
に
移
る
こ
と
で
、
ア
ラ
ン
の
哲
学
に
つ

い
て
云
々
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
も
う
一度
新

し
い
観
点
か
ら
彼
の
哲
学
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一ア
ラ
ン
に
よ
る
と
、
デ
カ
ル
ト
は
「精
神
→
選
『】じ
」
を
そ
れ

論

河

津

邦

喜

以
外
の
す
べ
て
の
も
の
か
ら
最
も
厳
密
に
区
別
し
た
人
で
あ
る
。

「デ
カ
ル
ト
の
ど
ん
な
に
小
さ
な
思
考
に
も
こ
の
目
覚
め
が
あ

り
、
真
実
に
し
た
が
っ
て
夢
見
る
こ
と
へ
の
恐
れ
が
あ
る
。
け
れ

ど
も
、
そ
れ
以
上
に
、
絶
対
的
に
人
を
欺
く
霊
の
想
定
に
ま
で
断

固
と
し
て
進
む
こ
の
最
初
の
歩
み
で
は
、
精
神
の
あ
ら
ゆ
る
力

が
一度
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
悟
性
は
乗
り
越
え
ら
れ
、

こ
れ
が
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
精
神
は
疑
い
の
ほ
か
に

は
、
す
な
わ
ち
疑
い
え
な
い
疑
い
の
ほ
か
に
は
い
か
な
る
機
能
も

手
段
も
な
し
に
、
精
神
自
身
に
発
見
さ
れ
る
」
口
。

し
か
も
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
れ
に
よ
っ
て
精
神
を
実
体
化
す
る
ど

こ
ろ
か
、
こ
の
よ
う
な
区
別
す
る
己
れ
の
意
思
そ
の
も
の
に
よ
っ

て
初
め
て
、
精
神
は
存
在
し
う
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。

「私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
デ
カ
ル
ト
は
す
ぐ
行
動
を
と
る
人

で
あ
り
、
決
断
に
富
み
、
大
旅
行
者
で
あ
り
、
ど
ん
な
見
物
に
も
・

好
奇
心
が
あ
り
、
常
に
知
覚
を
求
め
る
人
だ
っ
た
か
ら
、
精
神
は
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何
も
始
め
る
も
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
徳
も
決
意
も
、
思
考
さ

え
も
、
そ
の
最
初
の
出
発
点
は
自
然
性
の
動
揺
の
中
に
あ
る
こ
と
、

そ
れ
は
一度
だ
け
で
は
な
く
、
常
に
そ
こ
に
出
発
点
が
あ
る
こ
と

を
、ど
ん
な
人
よ
り
も
よ
く
感
ず
る
こ
と
が
で
き
た
に
違
い
な
い
」
３
。

ア
ラ
ン
に
と
り
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
と
は
、
身
心
二
元
論
や
機

械
論
と
い
っ
た
あ
れ
こ
れ
の
理
論
で
は
な
く
、
い
か
な
る
真
理
、

い
か
な
る
明
証
性
に
も
従
う
こ
と
を
拒
絶
し
て
、
逆
に
そ
れ
ら
を

「精
神
の
法
則
に
従
っ
て
作
り
出
す
」
ｏ
よ
う
、
自
ら
に
強
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ア
ラ
ン
は
、
世
界
を
説
明
す
る
理
論

を
提
示
す
る
か
わ
り
に
、
何
を
考
え
る
に
せ
よ
、
真
に
「考
え
る
」

よ
う
命
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「我
々
の
思
想
は
絶
え
ず
転
落
し
て
、

次
第
に
観
念
に
な
り
、
観
念
ら
し
き
も
の
に
な
り
、
映
像
と
な

る
か
ら
で
あ
る
」
６
。

し
か
し
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
純
粋
精
神
は
あ
ら
ゆ
る
所
与
か
ら

の
分
離
の
運
動
で
し
か
な
く
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
何
ら
の
内
実

も
決
し
て
持
っ
て
は
い
な
い
空
虚
さ
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

よ
く
知
っ
て
い
た
。
（彼
は
そ
れ
を
「茨
の
道
」
、
「砂
漠
」
に

な
ぞ
ら
え
る
。
サ
ル
ト
ル
の
、
意
識
を
「無
化
」
の
運
動
と
み
な

す
発
想
は
既
に
ア
ラ
ン
に
は
っ
き
り
現
れ
て
い
る
）
。　
そ
の
運
動

は
、
呵
責
な
い
自
己
批
判
で
あ
り
、
我
々
に
絶
え
ず
苦
痛
を
与
え

る
。
そ
の
例
と
し
て
、
彼
は
プ
ラ
ト
ン
を
挙
げ
る
。

「プ
ラ
ト
ン
に
は
何
か
行
き
過
ぎ
た
も
の
が
あ
り
、
ま
た
無
理

な
も
の
さ
え
あ
っ
て
、
そ
れ
は
不
満
な
人
の
哲
学
で
あ
る
。
不
満

と
は
自
分
に
対
す
る
不
満
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
純
粋
な
イ
デ
ア

を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
に
、
そ
れ
が
で
き
な
い
。
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を

知
る
。
そ
う
い
う
の
は
不
安
定
な
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
ま

た
下
降
す
る
危
険
が
あ
る
」
、

「プ
ラ
ト
ン
学
派
に
な
ろ
う
と
す

る
と
疲
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
」
、

「こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
近
代
の
プ
ラ
ト
ン
哲
学

で
あ
る
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
は
、
誰
も
が
逃
れ
出
よ
う
と
し
て
、『そ

れ
で
も
世
間
に
し
た
が
っ
て
考
え
た
り
振
る
舞
っ
た
り
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
」
Ｇ
。

こ
こ
か
ら
ア
ラ
ン
は
、
彼
が
「純
粋
精
神
」
の
哲
学
の
対
極
に

位
置
づ
け
る
自
然
哲
学
へ
接
近
す
る
。

「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
や
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
に
比
べ
て
、
今
度
は
別

の
哲
学
で
あ
り
、
意
識
の
外
に
意
識
を
求
め
、
世
界
の
精
神
を
考

え
る
哲
学
で
あ
る
」
情
。

真
実
の
命
題
と
は
、　
一
つ
の
属
性
が
一定
の
存
在
に
結
び
つ
け

ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
自
然
哲
学
に
お
い
て
は
、「我

々
の
判
断
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
存
在
自
身
の
判
断

す
な
わ
ち
そ
の
存
在
の
展
開
に
よ
っ
て
、
結
び
つ
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
」
。
。
そ
し
て
、
精
神
は
存
在
そ
の
も
の
で
あ
り
、
無
機
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物
か
ら
生
物
を
経
て
人
間
の
そ
れ
へ
と
自
己
展
開
し
、
最
後
に
主

体
の
自
意
識
へ
到
達
す
る
。

自
己
批
判
に
よ
っ
て
思
考
を
純
化
す
る
と
い
う
「砂
漠
の
道
」

を
辿
っ
た
あ
と
で
は
、
「こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
、
私
を
喜
ば

せ
る
。
け
れ
ど
も
私
は
、
こ
れ
を
完
全
に
ま
じ
め
に
受
け
取
っ
て

は
い
な
い
。
大
地
と
精
神
と
の
交
わ
り
は
、
単
に
一契
機
を
な
す

に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
詩
的
躍
動
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
ま
た
、
実

を
言
え
ば
、
私
は
物
語
を
信
ず
る
以
上
に
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
を
信
じ
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
。
…
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
幸
福
を
私

に
与
え
て
く
れ
な
か
っ
た
が
、
よ
り
多
く
確
実
さ
を
与
え
て
く
れ

た
」
ｏ
。

こ
う
し
て
、
ア
ラ
ン
の
思
索
は
、
二
つ
の
軸
の
間
を
微
妙
に
揺

れ
る
こ
と
に
な
る
。　
一方
に
、
世
界
を
説
明
す
る
理
論
を
提
示
し
、

我
々
意
識
主
体
そ
の
も
の
を
存
在
か
ら
出
発
し
て
導
出
し
よ
う
と

す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
的
軸
が
あ
る
。
他
方
に
、
世
界
を
説
明
し
描
写
す

る
代
わ
り
に
、
あ
ら
ゆ
る
与
え
ら
れ
た
秩
序
・真
理
を
疑
い
、
そ

こ
か
ら
身
を
離
し
批
判
す
る
運
動
へ
誘
う
デ
カ
ル
ト
的
軸
が
あ
る
。

後
者
の
軸
か
ら
見
る
と
、
前
者
は
美
し
く
壮
大
な
夢
に
す
ぎ
な
い
。

（こ
の
対
立
は
現
代
に
も
生
き
て
い
る
。
戦
後
フ
ラ
ン
ス
哲
学
界

の
第
二
世
代
に
属
す
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
デ
リ
ダ
の
間
に
は
、
世
界

を
説
明
す
る
壮
大
な
理
論
を
建
設
す
る
者
と
、　
一切
の
理
論
を
内

部
に
自
己
破
壊
の
要
素
を
黎
む
も
の
と
し
て
疑
間
に
ふ
す
者
と
の
、

対
立
が
あ
る
）
。

し
か
し
、
実
は
ア
ラ
ン
に
固
有
な
仕
事
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。

彼
は
、
理
論
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
を
避
け
て
、
「プ
ロ
ポ
」
と

い
う
短
い
論
説
の
中
で
、
我
々
に
身
近
な
個
々
の
具
体
的
な
問
題

を
一
つ
ず
つ
取
り
上
げ
て
そ
れ
を
考
え
て
い
く
。
決
し
て
或
る
結

論
へ
向
か
っ
て
議
論
を
収
敏
さ
せ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

各
主
題
を
通
し
て
「考
え
る
こ
と
」
の
訓
練
を
積
む
よ
う
に
誘
う
。

（小
林
秀
雄
は
、
『ア
ラ
ン
の
事
』
と
い
う
講
演
の
な
か
で
、
ア

ラ
ン
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
、
「彼
は
決
し
て
自
分
の
室

に
は
読
者
を
入
れ
な
い
、
読
者
は
、
は
じ
め
か
ら
し
ま
い
ま
で
外

気
に
さ
ら
さ
れ
て
風
景
を
見
つ
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ア
ラ
ン
は
傍
に

立
っ
て
い
て
、
風
景
の
見
方
に
つ
い
て
様
々
な
忠
告
を
間
断
な
く

与
え
る
の
だ
」
、　
と
語
っ
て
い
る
）
。

さ
て
、
彼
の
独
壇
場
は
儀
礼
論
と
情
念
論
で
あ
る
、
と
我
々
は

考
え
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
を
シ
ー
ニ
ュ
論
と
し
て
ま
と
め
る
こ

と
に
し
よ
う
。

ニエ
ド
モ
ン
・
オ
ル
テ
ィ
グ
は
、　
コ
一塁
表̈
現
と
象
徴
』
に
お
い

て
、
「信
号
の一∞●２
」
と
「記
号
∽い”３
」
と
「象
徴
∽ЧＢ
げｏｒ
」

の
三
つ
を
区
別
す
る
ｍ
。
「信
号
」
と
は
、
生
物
学
的
見
地
か
ら
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す
る
と
、
条
件
反
射
の
理
論
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
例
え

ば
、
攻
撃
せ
よ
、
と
か
、
走
れ
、
と
か
い
う
信
号
を
送
る
と
き
、

も
は
や
そ
れ
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
時
間
は
な
く
、
た
だ
実
行

す
る
だ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
一般
的
に
言
え
ば
、
信
号
作
用
の
研

究
は
全
く
数
学
的
な
形
を
取
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
情
報
理
論

で
あ
る
。
次
に
「記
号
」
は
、
実
際
的
行
動
の
代
わ
り
に
表
象
を

誘
発
さ
せ
る
。
記
号
は
、
自
己
以
外
の
系
列
に
属
す
る
何
物
か
に

関
係
す
る
一
つ
の
感
覚
的
事
象
で
あ
る
。
例
え
ば
、
脈
が
速
く
な

る
こ
と
は
、
熱
病
の
「徴
ａ
”３
」
で
あ
り
、
赤
信
号
は
「止
ま

れ
」
を
意
味
す
る
（偶
発
的
記
号
）
。　
ま
た
、
言
語
記
号
に
お
い

て
は
、
「意
味
す
る
も
の
３
”●い、い３
一
」
が
「意
味
さ
れ
る
も
の

２
∞●】いま
」
を
「意
味
作
用
」
す
る
。
最
後
に
「象
徴
」
と
は
、

「意
味
す
る
も
の
」
相
互
の
間
の
差
異
的
関
係
を
原
理
と
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
数
学
の
ア
ル
ゴ
リ
ス
ム
・価
値
体
系
の
中
に
あ
る

貨
幣
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

人
間
を
「記
号
を
操
作
す
る
存
在
」
と
特
徴
づ
け
、
認
識
論
を

右
の
よ
う
な
記
号
論
と
し
て
捕
ら
え
直
そ
う
と
す
る
試
み
は
現
在

盛
ん
だ
が
、
ア
ラ
ン
に
も
、
独
自
な
シ
ー
ニ
ュ
論
が
あ
り
、
そ
れ

は
彼
の
デ
カ
ル
ト
的
認
識
論
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
ア
ラ
ン
の
デ
カ
ル
ト
主
義
と
は
、
オ
ル
テ
ィ
グ
の
分

類
を
使
う
な
ら
ば
、
「信
号
」
や
「記
号
」
を
操
作
す
る
感
性
や

想
像
力
の
用
語
法
を
、
「象
徴
」
を
操
作
す
る
悟
性
の
用
語
法
で

置
き
換
え
る
こ
と
に
あ
る
と
言
っ
て
良
い
。
例
え
ば
、
ア
ラ
ン
に

よ
れ
ば
、
「延
長
」
を
人
は
「あ
ら
ゆ
る
も
の
を
覆
う
裂
け
目
の

な
い
着
物
か
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
い
れ
る
空
虚
な
空
間
を
表
象
し

よ
う
と
す
る
」
し
ｍ
、
重
力
を
物
体
に
内
在
す
る
も
の
と
考
え
た

が
る
が
、
こ
れ
は
想
像
力
の
誤
り
で
あ
っ
て
、
悟
性
は
延
長
を
相

互
外
在
性
と
し
て
定
義
し
、
重
力
を
諸
物
体
間
の
関
係
と
し
て
規

定
す
る
。
ど
の
場
合
に
お
い
て
も
、
想
像
力
が
諸
項
を
心
的
に
結

合
す
る
の
に
対
し
て
、
悟
性
は
そ
れ
ら
を
論
理
的
な
差
異
的
関
係

へ
分
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
ア
ラ
ン
は
、
オ
ル
テ
ヽ

ィ
グ
の
「信
号
」
と
「記
号
」
に
当
た
る
も
の
を
シ
ー
ニ
ュ
と
名

付
け
、
人
間
の
認
識
の
み
な
ら
ず
文
化
一般
の
始
ま
り
を
シ
ー
ニ

ュ
論
と
し
て
考
え
る
。

『芸
術
に
つ
い
て
』
の
第
五
講
『舞
踏
』
の
な
か
で
ア
ラ
ン
は
、

乳
児
が
母
親
か
ら
笑
顔
を
向
け
ら
れ
て
ど
う
い
う
わ
け
な
の
か
分

か
ら
な
い
ま
ま
に
微
笑
み
返
す
こ
と
を
く
り
返
す
う
ち
に
、
笑
顔

と
い
う
シ
ー
ニ
ュ
の
意
味
を
理
解
す
る
と
い
う
事
例
を
挙
げ
る
。

彼
は
そ
れ
を
「絶
対
的
言
語
」
と
呼
ぶ
。

「い
か
な
る
意
味
で
芸
術
が
言
語
で
あ
る
の
か
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
に
は
、
言
語
を
そ
の
根
底
に
お
い
て
捕
ら
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
…
言
語
の
内
で
最
初
の
も
の
は
行
為
で
あ
り
、
行
為
と

は
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
逃
げ
る
と
は
直
接
、
強
引
に
逃
走
を

勧
め
る
こ
と
だ
。
‥
こ
の
場
合
、
理
解
す
る
と
は
模
倣
す
る
こ
と
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だ
。
こ
れ
が
身
振
り
の
言
語
の
最
初
の
段
階
で
あ
る
。
理
解
す
る

と
は
、
先
ず
最
初
は
模
倣
す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
社
会

関
係
の
本
質
で
あ
る
。
行
為
と
行
為
と
の
間
、
次
に
感
情
と
感
情

と
の
間
に
、
絶
え
ず
伝
達
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
模
倣
さ
れ

た
行
為
が
な
に
を
意
味
す
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
、
次
に
問
題
と

な
る
。
な
ぜ
逃
げ
る
の
か
、
ど
ん
な
危
険
が
あ
る
の
か
、
ど
ん
な

敵
が
い
る
の
か
」
⑫
。
こ
の
第
二
の
段
階
で
初
め
て
、
行
為
の
目

的
・動
機
。対
象
が
生
ず
る
。

こ
こ
で
は
、
音
声
言
語
以
前
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
知
覚

に
お
け
る
対
象
認
識
や
行
動
に
お
け
る
意
思
的
行
為
以
前
の
レ
ベ

ル
で
の
「理
解
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
ラ
ン
は
、
他
人
が

逃
げ
る
の
を
見
て
自
分
も
逃
げ
る
と
い
う
と
き
の
、
そ
の
他
人
の

「見
え
」
を
「純
粋
な
シ
ー
ニ
ュ
」
と
呼
び
、
行
為
を
模
倣
す
る

と
は
シ
ー
ニ
ュ
を
交
換
す
る
こ
と
だ
と
語
る
。
そ
し
て
、
母
親
と

の
間
で
乳
児
が
微
笑
み
と
い
う
シ
ー
ニ
ュ
を
交
換
す
る
こ
と
を
繰

り
返
す
う
ち
に
シ
ー
ニ
ュ
は
「刻
み
止
め
ら
れ
固
定
さ
れ
る
」
、

と
言
う
。
つ
ま
り
、
彼
は
「理
解
」
と
い
う
も
の
が
生
じ
て
く
る

プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る

と
、
最
初
は
「伝
達
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
理
解
し
て
伝

達
す
る
」
こ
と
、
あ
る
い
は
「理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
」

こ
と
だ
け
が
あ
る
。
次
に
、
乳
児
は
自
分
が
送
り
返
し
た
微
笑
み

が
母
親
を
さ
ら
に
微
笑
ま
せ
る
の
を
見
て
、
こ
の
母
親
の
微
笑
み

の
中
に
自
分
の
放
っ
た
シ
ー
ニ
ュ
を
見
出
す
と
い
う
よ
う
な
具
合

に
、
自
分
が
放
っ
た
シ
ー
ニ
ュ
の
効
果
を
外
に
認
め
る
こ
と
で
そ

の
シ
ー
ニ
ュ
の
意
味
を
理
解
す
る
段
階
が
生
じ
る
。

こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
オ
ル
テ
ィ
グ
の
「信
号
」
か
ら
「記
号
」

へ
の
移
行
だ
と
言
え
よ
う
。
今
日
の
心
理
学
で
も
、
無
条
件
反
射

と
、
パ
ブ
ロ
フ
の
古
典
的
な
条
件
反
射
と
、　
ス
キ
ナ
ー
の
「道
具

的
条
件
づ
け
（オ
ペ
ラ
ン
ト
条
件
づ
け
）
」
と
が
区
別
さ
れ
て
い

る
。
「無
条
件
反
射
」
と
は
、
動
物
の
本
能
の
中
に
も
と
も
と
あ

る
も
の
で
、
犬
が
肉
汁
を
味
わ
う
と
そ
の
刺
激
か
ら
唾
液
を
出
す

と
い
う
反
射
行
動
で
あ
る
。
パ
プ
ロ
フ
の
古
典
的
条
件
反
射
と
は
、

犬
が
ベ
ル
の
音
の
刺
激
に
引
き
続
い
て
肉
汁
と
い
う
刺
激
を
与
え

ら
れ
て
唾
液
を
出
す
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
さ
れ
る
と
、
ベ
ル
の

音
の
刺
激
だ
け
に
よ
っ
て
唾
液
を
出
す
と
い
う
反
射
行
動
で
あ
る
。

最
後
に
、
ス
キ
ナ
ー
の
「道
具
的
条
件
づ
け
」
に
お
い
て
は
、
ス

キ
ナ
ー
・
ボ
ッ
ク
ス
と
呼
ば
れ
る
箱
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
ネ
ズ
ミ

は
試
行
錯
誤
の
中
で
或
る
レ
バ
ー
を
押
す
と
、　
エ
サ
が
出
て
き
て

自
分
の
食
欲
が
満
た
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
偶
然
な
が
ら
度
々
体

験
す
る
。
す
る
と
、
ネ
ズ
ミ
は
エ
サ
を
出
そ
う
と
レ
バ
ー
を
押
す

と
い
う
行
動
（道
具
的
行
動
）
を
学
習
す
る
。
こ
う
し
て
ネ
ズ
ミ

は
「道
具
的
条
件
づ
け
」
を
受
け
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「道

具
的
条
件
づ
け
」
を
よ
く
見
る
と
、
ア
ラ
ン
が
意
味
の
理
解
の
ゼ

ロ
点
と
し
て
位
置
づ
け
た
「シ
ー
ニ
ュ
の
交
換
」
や
「行
動
の
模
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倣
」
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
分
か
る
。
パ
ブ
ロ
フ
の
大
は
、

ベ
ル
の
音
と
い
う
「条
件
刺
激
」
の
意
味
を
理
解
す
る
よ
う
に
な

つ
た
と
は
言
い
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、　
ス
キ
ナ
ー
の
ネ
ズ
ミ

は
、
自
分
の
レ
バ
ー
押
し
と
い
う
行
動
が
「未
来
の
報
酬
」
と
い

う
意
味
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
学
習
し
て
い
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、

レ
バ
ー
の
「見
え
」
と
い
う
シ
ー
ニ
ュ
を
ネ
ズ
ミ
は
解
読
し
て
い

る
の
だ
、
と
考
え
ぎ
る
を
得
な
い
。

言
い
換
え
れ
ば
、
探
索
行
動
を
行
い
欲
望
に
つ
き
動
か
さ
れ
て

い
る
ネ
ズ
ミ
に
と
っ
て
は
、
レ
バ
ー
の
「見
え
」
は
、
「問
題
」

と
し
て
現
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
こ
と
こ
そ
、
こ
の
「見
え
」

が
ネ
ズ
ミ
に
と
っ
て
「シ
ー
ニ
ュ
」
と
し
て
現
れ
る
条
件
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
「問
題
」
は
、
探
索
や
レ
バ
ー
押
し
と
い
う
「試

行
」
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
も
の
（こ
こ
で
は
、　
エ
サ
が
出
て
く

る
の
を
見
た
り
、
そ
れ
を
食
べ
た
り
、
食
欲
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
）

に
よ
っ
て
、
「解
釈
」
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ー
ニ
ュ
ヘ
の
反

応
の
結
果
に
つ
い
て
の
情
報
が
シ
ー
ニ
ュ
の
知
覚
に
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
シ
ー
ニ
ュ
ヘ
の
反
応
の

結
果
が
、
身
体
の
知
覚
―
行
動
系
を
規
定
す
る
よ
う
に
な
る
、
と

も
言
え
る
。
ア
ラ
ン
の
一一一口う
、
「微
笑
の
交
換
か
ら
そ
の
意
味
を

理
解
す
る
よ
う
に
な
る
過
程
」
も
、
同
じ
よ
う
に
説
明
で
き
る
は

ず
で
あ
る
。

だ
が
、
ア
ラ
ン
の
思
索
の
特
徴
は
、
シ
ー
ニ
ュ
論
を
、
直
ち
に

対
象
認
識
の
理
論
と
し
て
展
開
す
る
代
わ
り
に
、
儀
礼
論
（そ
こ

に
は
芸
術
論
が
含
ま
れ
る
）
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「礼
儀
を
そ
の
根
源
に
お
い
て
捕
ら
え
る
と
、
礼
儀
は
、
考
え

な
り
意
図
な
り
を
隠
す
こ
と
に
あ
る
よ
り
も
、
自
ら
欲
せ
ず
、
し

か
も
何
で
あ
る
か
も
知
ら
ず
に
相
手
に
示
す
身
振
り
や
表
情
を
規

制
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
自
分
に
対
し
て
不

信
の
念
を
抱
い
た
り
、
筋
肉
の
自
然
な
反
応
に
逆
ら
っ
た
り
す
る

こ
と
は
、
お
よ
そ
礼
儀
に
か
な
わ
な
い
と
い
う
こ
と
も
注
意
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
逆
ら
う
こ
と
は
、

身
体
が
こ
わ
ば
る
と
か
、
赤
面
す
る
と
か
い
っ
た
様
々
な
シ
ー
ニ

ュ
と
な
っ
て
現
れ
、
だ
れ
に
で
も
何
か
隠
し
て
い
る
な
と
感
じ
さ

せ
、
そ
の
た
め
、
は
っ
き
り
と
し
た
形
を
取
る
侮
辱
に
劣
ら
ず
、

相
手
の
情
念
に
さ
ざ
波
を
立
て
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
礼
儀
と

は
、
自
分
の
欲
し
て
い
る
こ
と
以
外
は
決
し
て
相
手
に
分
か
ら
せ

な
い
よ
う
に
す
る
、
言
わ
ば
表
現
の
体
操
で
あ
る
」
田
。

ア
ラ
ン
は
礼
儀
を
こ
う
定
義
し
た
う
え
で
、
芸
術
も
こ
れ
と
同

じ
観
点
か
ら
考
え
る
。
そ
の
観
点
と
は
、
「我
々
は
何
よ
り
も
先

ず
、
外
や
内
か
ら
来
る
シ
ー
ニ
ュ
に
直
接
身
体
の
運
動
や
情
念
を

突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
が
、
シ
ー
ニ
ュ
の
交
換
の
あ

り
方
を
社
会
的
に
規
制
す
る
こ
と
で
、
情
念
を
社
会
化
す
る
こ
と

が
儀
礼
や
芸
術
の
役
割
で
あ
る
」
、　
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
我
々
の
日
か
ら
出
る
物
理
的
音
声
を
言
語
音
に
組
織
す
る
努
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力
は
、　
一義
的
に
は
決
し
て
、
な
ん
ら
か
の
意
味
を
伝
達
す
る
た

め
に
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。　
翌
里
昼
一一呈
躍
化
の
最
初
の
そ

し
て
根
源
的
な
目
的
は
、
ア
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
「何
か
を
意
味
す

る
こ
と
で
は
な
く
て
、　
一
つ
の
シ
ー
ニ
ュ
を
作
り
出
す
こ
と
」
Ш

に
あ
る
。
つ
ま
り
、
互
い
に
音
声
を
交
換
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
で
、
音
声
と
い
う
シ
ー
ニ
ュ
ヘ
の
身
体
的
反
応
を
社
会
化
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
音
声
言
語
の
根
源
的
機
能
は
、
音
楽
の
う
ち

に
純
粋
に
保
存
さ
れ
る
。
我
々
は
音
楽
を
聞
い
て
い
る
と
き
、
そ

の
音
楽
に
表
現
さ
れ
て
い
る
精
神
的
意
味
を
理
解
し
て
い
る
の
で

は
な
く
て
、
音
と
い
う
シ
ー
ニ
ュ
に
絶
え
ず
敏
感
に
反
応
す
る
身

体
的
情
念
を
社
会
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
視
点
か
ら
、
ア
ラ
ン
は
我
々
に
非
常
に
身
近
な
現
象
を
読

み
解
い
て
い
く
。
例
え
ば
、
『人
間
論
』
第
７
章
で
は
、
親
鳥
が

子
を
育
て
る
際
に
、
ヒ
ナ
が
、
親
鳥
の
姿
を
見
る
が
早
い
か
、
翼

を
少
し
持
ち
上
げ
て
、
貧
乏
ぶ
る
い
を
す
る
、
と
い
う
シ
ー
ニ
ュ

を
放
つ
こ
と
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
人
間
に
も
あ
て

は
め
て
、
す
べ
て
物
乞
い
を
す
る
人
間
は
、
こ
の
ヒ
ナ
の
よ
う
に

震
え
て
見
せ
る
も
の
だ
、
と
結
論
す
る
ぃ
。
人
間
は
そ
の
限
り
で

動
物
へ
先
祖
帰
り
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

三ア
ラ
ン
の
シ
ー
ニ
ュ
論
は
、
彼
固
有
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
よ

り
、
理
論
化
・体
系
化
が
避
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
情

念
論
と
関
連
づ
け
る
こ
と
で
、
認
識
論
と
し
て
読
み
直
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ア
ラ
ン
の
情
念
論
と
は
、
我
々
の
情
念
を
三
つ
の
段
階
に
区
別

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
原
初
的
か
つ
低
い
水
準
か
ら
高
い

水
準
の
順
に
、
「情
動
い８
３
”８
」
、
「情
念
ｏ毬
∽いｏこ
、
「情

感
８
ュ
いヨ
８
一」
の
二
つ
で
あ
る
。
最
も
低
い
段
階
で
あ
る
「情

動
」
と
は
、
外
か
ら
の
刺
激
と
そ
れ
が
起
こ
す
本
能
的
反
応
（震

え
る
、
泣
く
、
赤
面
す
る
）
と
に
よ
っ
て
、
不
意
に
否
応
な
く
我

々
の
う
ち
に
生
じ
る
混
乱
で
あ
る
が
、
や
が
て
疲
労
に
達
し
、
代

償
作
用
に
席
を
譲
る
。
そ
の
例
は
、
先
ず
、
恐
怖
、
怒
り
、
す
す

り
泣
き
、
次
に
そ
れ
ら
が
解
き
放
た
れ
る
な
ら
、
喜
び
、
笑
い
、

で
あ
る
。

次
に
、
中
間
の
段
階
で
あ
る
「情
念
」
は
、
情
動
に
対
し
て
反

省
の
働
き
が
作
用
す
る
こ
と
で
情
動
が
変
質
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

よ
り
持
続
的
で
、
な
ん
ら
か
の
対
象
に
向
け
て
激
化
さ
れ
さ
え
も

す
る
。
情
念
は
想
像
力
と
結
び
つ
い
て
、
た
と
え
情
動
段
階
で
の

原
因
が
不
在
の
と
き
も
、
想
像
力
や
記
憶
に
よ
っ
て
掻
き
立
て
ら

れ
続
け
る
し
、
逆
に
想
像
力
を
掻
き
立
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
馬

鹿
げ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。
怒
り
の
情
動
は
対
象
が
定
か
で
な

く
、
し
ば
ら
く
す
れ
ば
鎮
ま
る
が
、
憎
し
み
の
情
念
は
或
る
者
の

イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
ま
す
ま
す
激
し
く
向
け
ら
れ
る
。
喜
び
の
情
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動
は
愛
の
情
念
に
、
怒
り
の
情
動
は
野
心
に
、
恐
怖
の
情
動
は
吝

音
に
な
る
。

最
後
に
、
最
も
高
い
段
階
で
あ
る
「情
感
」
と
は
、
情
念
が
意

志
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
た
と
き
に
情
念
が
変
質
し
た
も
の
で
あ
る
。

勇
気
は
憶
病
と
い
う
情
念
が
克
服
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

情
感
の
中
に
は
、
克
服
さ
れ
て
い
る
が
な
お
残
存
し
て
い
る
情
動

と
情
念
と
が
含
ま
れ
る
。
勇
気
の
中
に
は
恐
怖
が
、
人
間
愛
の
中

に
は
欲
情
が
、
慈
悲
の
中
に
は
傷
口
へ
の
お
ぞ
ま
し
さ
が
含
ま
れ

て
い
る
。

こ
の
情
念
論
と
シ
ー
ニ
ュ論
を
関
連
さ
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら

い
い
だ
ろ
う
か
。
幼
児
が
母
親
と
笑
顔
の
交
換
を
繰
り
返
し
な
が

ら
そ
の
意
味
を
習
得
し
て
い
く
段
階
は
、
隣
に
い
る
人
が
真
っ青

な
の
を
見
て
、
我
知
ら
ず
こ
ち
ら
も
真
っ
青
に
な
る
と
い
う
次
元

の
段
階
で
あ
る
か
ら
、
「情
動
」
の
段
階
に
当
た
る
だ
ろ
う
。
こ

の
場
合
、
シ
ー
ニ
ュ
ヘ
の
反
応
は
直
接
的
な
身
体
運
動
か
、
身
体

内
で
の
混
乱
で
あ
る
。
次
に
、
恋
人
の
嘘
を
見
抜
こ
う
と
し
た
り
、

相
手
が
自
分
を
憎
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
見
抜
こ
う
と
し
た
り
、

愛
す
る
相
手
が
発
す
る
様
々
な
シ
ー
ニ
ュ
（例
え
ば
「話
を
し
て

い
る
際
中
に
相
手
が
急
に
目
を
そ
ら
し
た
」
な
ど
）
に
一喜
一憂

す
る
と
し
た
ら
、
我
々
は
「情
念
」
の
段
階
に
い
る
と
い
え
る
。

こ
こ
で
は
、
シ
ー
ニ
ュ
ヘ
の
反
応
は
、
想
像
力
に
よ
る
解
釈
に
媒

介
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
想
像
力
の
働
き
は
情
念
に
大
き
な
影
響
を

与
え
、
そ
の
影
響
が
ま
た
想
像
力
を
挑
発
す
る
と
い
う
、
循
環
過

程
が
あ
る
。
最
後
に
、
パ
ー
テ
ィ
な
ど
で
人
々
が
談
笑
し
て
い
る

と
き
の
礼
儀
に
か
な
っ
た
驚
き
方
や
笑
い
方
や
、
あ
る
い
は
ダ
ン

ス
や
音
楽
に
お
け
る
秩
序
あ
る
動
き
は
、
社
会
的
に
様
式
化
さ
れ

た
仕
方
で
シ
ー
ニ
ュ
を
受
け
止
め
、
発
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
も

し
そ
れ
が
身
体
内
の
情
念
の
嵐
を
意
志
の
力
で
克
服
し
た
結
果
生

み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
「情
感
」
の
段
階
に
あ
る
は
ず

だ
ろ
う
。

三
つ
の
段
階
の
間
の
移
行
運
動
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
る
べ
き
ヽ

か
。
『幸
福
論
』
の
第
一章
の
な
か
で
、
ア
ラ
ン
は
、
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。

「多
く
の
人
は
他
人
が
恐
怖
す
る
こ
と
を
鎮
め
よ
う
と
す
る
。

そ
れ
も
、
も
っ
と
も
な
理
由
を
示
し
て
。
だ
が
、
怖
が
っ
て
い
る

者
は
理
由
な
ん
か
に
耳
を
か
さ
な
い
。
自
分
の
心
臓
の
鼓
動
と
血

の
ざ
わ
め
き
に
耳
を
傾
け
る
。
情
念
的
人
間
は
恐
怖
か
ら
危
険
が

生
ず
る
と
推
論
す
る
。
学
者
ぶ
っ
た
人
間
は
危
険
か
ら
恐
怖
が
生

ず
る
と
理
屈
を
言
う
。
両
方
と
も
道
理
に
か
な
っ
た
積
も
り
で
い

な
が
ら
共
に
間
違
っ
て
い
る
。
だ
が
、
学
者
ぶ
り
屋
の
間
違
い
は

二
重
だ
。
彼
は
本
当
の
原
因
を
知
ら
な
い
し
、
ま
た
、
情
念
的
人

間
の
間
違
い
を
理
解
し
て
も
い
な
い
。
怖
が
る
人
間
は
何
か
危
険

を
考
え
出
す
も
の
だ
」
００
。

こ
こ
で
、
「心
臓
の
鼓
動
と
血
の
ざ
わ
め
き
」
そ
の
も
の
は
「情
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動
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
暗
闇
の
中
で
突
然
「カ
サ
ッ
」
と
い
う

音
が
す
ぐ
後
ろ
で
聞
こ
え
る
と
い
う
シ
ー
ニ
ュ
か
ら
生
じ
る
。
こ

れ
が
「情
念
」
に
変
わ
る
の
は
、
そ
の
「情
動
」
に
「耳
を
傾
け

る
」
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
想
像
力
に
お
け
る

「私
が
恐
れ
て
い
る
か
ら
に
は
何
か
危
険
が
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と

い
う
推
論
が
シ
ー
ニ
ュ
の
解
釈
と
し
て
「情
念
」
に
干
渉
し
て
い

る
。
ま
た
、
学
者
ぶ
り
屋
は
、
「情
念
」
の
段
階
か
ら
「情
感
」

の
段
階
に
移
行
し
よ
う
と
し
な
が
ら
失
敗
し
た
場
合
だ
と
言
え
る
。

ア
ラ
ン
に
よ
る
と
、
「情
念
」
に
お
い
て
は
、
有
効
な
行
動
へ
の

道
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
て
、
身
体
内
の
混
乱
と
想
像
力
の
シ
ー
ニ
ュ

解
釈
と
が
悪
循
環
的
に
相
互
作
用
し
て
、
ま
す
ま
す
大
き
な
心
の

混
乱
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
も
っ
と
正
確
に
言
う
な
ら
、
「情

動
」
の
段
階
で
は
身
体
の
恐
怖
か
ら
そ
の
原
因
と
想
定
さ
れ
る
観

念
を
外
に
投
射
し
た
と
し
て
も
、
投
射
さ
れ
た
観
念
は
危
険
に
対

処
す
る
行
動
へ
と
身
体
を
準
備
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
「情
念
」
の
段
階
で
は
、
投
影
さ
れ
た
観
念
は
身
体
の
恐

怖
の
念
に
反
作
用
し
て
ま
す
ま
す
そ
れ
を
掻
き
立
て
て
し
ま
う
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
想
像
力
は
ま
す
ま
す
膨
張
し
て
、
我
々
は
暗
闇

の
向
こ
う
に
、
恐
る
べ
き
世
界
を
ど
ん
ど
ん
作
り
出
し
て
い
く
。

「情
念
」
か
ら
「情
感
」
に
移
る
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
。

ア
ラ
ン
は
こ
う
述
べ
る
。
「不
機
嫌
な
人
に
対
し
て
は
、
道
理
を

説
い
た
り
せ
ず
に
、
椅
子
を
差
し
出
し
て
や
る
こ
と
だ
」
。
も
し
、

不
機
嫌
な
人
に
道
理
を
説
い
た
り
し
た
ら
、
反
発
さ
せ
て
ま
す
ま

す
不
機
嫌
に
さ
せ
、
挙
句
に
喧
嘩
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
は
、

二
人
は
共
に
「情
念
」
の
段
階
に
座
し
、
空
虚
な
理
屈
と
い
う
シ

ー
ニ
ュ
を
交
換
す
る
こ
と
で
共
に
「情
念
」
を
悪
い
方
向
へ
掻
き

立
て
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
二
人
を
取
り
囲
む
「間
身
体
的
な
」

メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
二
人
を
部
品
と

す
る
一
つ
の
機
械
が
作
動
し
て
或
る
結
果
を
ど
ん
ど
ん
作
り
出
し

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
機
械
を
壊
す
た
め
に
、
ア
ラ
ン

は
、
「自
分
が
受
け
た
過
去
の
屈
辱
を
掘
り
返
し
た
り
せ
ず
に
、

何
か
全
く
別
の
こ
と
に
注
意
を
向
け
よ
」
、

「何
か
崇
高
な
こ
と

を
考
え
て
喜
び
を
人
為
的
に
身
体
の
中
に
作
り
出
し
て
、
悲
し
み

な
り
憎
し
み
な
り
を
克
服
せ
よ
」
、　
な
ど
と
主
張
す
る
。
「情
感
」

へ
の
移
行
は
、
「情
念
」
と
観
念
連
合
と
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
壊
す

こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
「情
感
」
に
お
け

る
シ
ー
ニ
ュ解
釈
は
、
ア
ラ
ン
に
よ
る
と
、
「暗
闇
で
カ
サ
ッ
と

い
う
音
が
聞
こ
え
た
が
、
別
に
何
か
恐
る
べ
き
も
の
が
隠
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
怖
い
か
ら
危
険
を
何
か
考
え
出
す
だ
け
だ
」
、

と
い
う
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ー
ニ
ュ
解
釈
を
行
う
悟

性
は
、
情
念
を
抑
制
す
る
力
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
シ
ー
ニ
ュ
解
釈
は
情
念
に
お
け
る
身
体
的

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
壊
す
装
置
の
一部
品
に
す
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
れ
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ば
、
シ
ー
ニ
ュ
解
釈
は
、
そ
れ
が
正
し
い
対
象
認
識
で
あ
る
が
ゆ

え
に
「情
感
」
に
資
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
視
点
は
、
メ
ル

ロ
ｏ
ポ
ン
テ
ィ
な
ど
が
ア
ラ
ン
の
主
知
主
義
と
し
て
批
判
す
る
も

の
を
根
底
か
ら
見
直
さ
せ
る
ｍ
。

四ア
ラ
ン
の
シ
ー
ニ
ュ
論
は
こ
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
二
つ

の
問
題
が
生
じ
る
。

一
つ
は
、
彼
が
こ
の
身
体
的
な
次
元
で
の
「理
解
」
な
い
し
知

を
、
デ
カ
ル
ト
の
機
械
論
的
な
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
考
え
よ
う
と
す

る
傾
向
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
ラ
ン
は
、
我
々
の
大

人
に
な
っ
て
か
ら
の
愛
は
、
幼
児
の
と
き
の
栄
養
へ
の
愛
の
反
復

で
あ
り
、
憎
し
み
は
悪
い
食
事
へ
の
怒
り
の
反
復
だ
と
い
う
考
え

を
デ
カ
ル
ト
的
な
思
想
と
し
て
持
ち
出
す
。
ま
た
、
シ
ー
ニ
ュ
ヘ

の
反
応
を
、
原
初
的
に
は
反
射
運
動
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
も
し
知
を
反
射
の
複
雑
化
に
還
元
す
る
な
ら
ば
、
シ
ー
ニ
ュ

論
と
は
、
オ
ル
テ
ィ
グ
の
言
う
「記
号
」
と
「象
徴
」
を
、
「信

号
」
に
還
元
す
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
危

惧
さ
れ
よ
う
。

だ
が
、
反
射
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
つ
の
種
類
が
あ

り
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
機
械
論
に
も
大
き
く
分
け
て
二
つ
の

種
類
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。　
一
つ
は
、
或
る
条
件
を
満
た
せ

ば
必
ず
一定
の
反
応
へ
向
か
う
物
的
機
械
論
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
、
刺
激
と
反
応
と
の
間
の
結
合
の
間
に
身
体
の
欲
求
と
い
う
次

元
が
介
在
す
る
た
め
に
、
そ
の
結
合
が
根
本
的
に
不
確
定
性
を
手

む
心
的
機
械
論
で
あ
る
。
「道
具
的
条
件
づ
け
」
は
、
後
者
に
属

し
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
心
的
機
械
論
に

よ
っ
て
、
心
的
装
置
の
理
論
を
作
り
あ
げ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

エ
ス
に
溜
め
込
ま
れ
る
リ
ビ
ド
ー
の
流
れ
は
、
初
め
は
全
く
東
縛

さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
快
感
原
則
や
現
実
原
則
の
支
配
下
に
、

次
第
に
よ
り
強
固
に
東
縛
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、　
エ
ス
の
一部

が
自
我
や
超
自
我
へ
次
第
に
分
化
し
て
い
き
、
複
雑
な
心
的
装
置

を
作
り
出
す
が
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
根
本
的
な
不
確
定
性
が
支

配
し
て
い
る
の
で
あ
る
田
。

第
二
の
問
題
点
は
、
ア
ラ
ン
が
身
体
的
な
知
以
前
に
悟
性
的
な

知
や
、
そ
の
対
象
た
る
科
学
的
世
界
を
既
に
前
提
し
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
身
体
的
な
知
を
、
既
に
前
提
さ
れ

た
悟
性
的
知
に
よ
っ
て
外
在
的
に
裁
い
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
「情
念
」
か
ら
「情
感
」
に
移
る
た
め
に
「何
も
危
険

な
ど
な
い
、
怖
い
か
ら
危
険
が
あ
る
と
考
え
て
し
ま
っ
て
い
る
だ

け
で
、
暗
闇
の
中
の
カ
サ
ッ
と
い
う
音
は
単
な
る
物
音
だ
」
と
い

う
シ
ー
ニ
ュ解
釈
を
し
つ
つ
「情
念
」
を
裁
く
場
合
、
ア
ラ
ン
は

こ
の
悟
性
的
な
知
識
に
、
現
実
を
正
し
く
写
し
出
し
た
も
の
と
し

て
の
価
値
を
与
え
て
し
ま
う
。
「情
念
」
は
現
実
知
ら
ず
で
あ
る
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と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
裁
く
基
準
は
身
体
的
知
の
外

に
あ
る
。
こ
れ
は
メ
ル
ロ
。
ポ
ン
テ
ィ
が
批
判
し
た
「上
空
飛
行

的
思
考
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ア
ラ
ン
の
主
知
主
義
の
残
滓
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
彼
の
シ
ー
ニ
ュ
論
は
、
そ
れ
だ
け
既
成
の
悟
性

的
知
識
に
対
す
る
批
判
的
機
能
を
失
っ
て
し
ま
う
。
ア
ラ
ン
が
我

々
に
残
し
た
の
は
、
情
念
的
な
身
体
的
知
を
内
在
的
に
裁
く
真
の

基
準
は
何
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

終
り
に
――
既
に
言
及
し
た
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
右
に
述

べ
た
二
つ
の
問
題
を
現
代
に
お
い
て
扱
っ
て
い
る
。
彼
は
『プ
ル

ー
ス
ト
と
シ
ー
ニ
ュ
』
に
お
い
て
、
シ
ー
ニ
ュ
論
を
、
ま
さ
に
既

成
の
認
識
論
へ
の
批
判
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
し
か
も
、
ア
ラ

ン
の
言
う
「情
念
」
か
ら
「情
感
」
へ
の
移
行
を
ド
ゥ
ル
ー
ズ
も

問
題
に
し
な
が
ら
も
、　
ア
ラ
ン
と
は
異
な
っ
て
、
「情
念
」
を
内

在
的
に
裁
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
く
異
質
な
「情
感
」
へ
上
昇
し

よ
う
と
す
る
。
（そ
れ
は
プ
ル
ー
ス
ト
が
芸
術
的
真
理
を
発
見
す

る
と
き
に
感
じ
る
喜
び
で
あ
る
）
。　
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

註
Ｈ
　
九
鬼
周
造
『現
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
講
義
』
（岩
波
書
店
）

もも
・いヽ
ωｌ
Ｎ卜０

ア
ラ
ン
『ア
ラ
ン
著
作
集
第
六
巻
　
イ
デ
ー
』
（自
水
社
）

，
お
い　
　
０
同
フ
館
ｏ　
　
四
　
同
フ
あ
ω

τ
フ
ン
で
Ｚ
一
ョ
ー
の
思
い
出
』
倉
嚢
璧
里房
）
や
ヽ
ｏ

『ア
ラ
ン
著
作
集
第
六
巻
　
イ
デ
ー
』
Ｔ
Ｈ８

，
鑢
ｏ

同
ｏ・館
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８
同
Ｔ
〓
Φ

同
『第
八
巻
　
わ
が
思
索
の
あ
と
』
フ
器
ω

エ
ド
モ
ン
・
オ
ル
テ
ィ
グ
『言
語
表
現
と
象
徴
』
（せ
り
か
書

一房
）
第
一章
第
二
節

『ア
ラ
ン
著
作
集
第
六
巻
　
イ
デ
ー
』
や
３
ｏ

同
『第
五
巻
　
士〓術
に
つ
い
て
』
もも・３
１８

同
『第
一巻
　
思
索
と
行
動
の
た
め
に
』
ｏ・８
一

同
『第
五
巻
　
士‘術
に
つ
い
て
』
ｏ一・８
１Ｓ

同
『第
四
巻
　
人
間
論
』
も・〓

同
『第
二
巻
　
幸
福
論
』フ
Ｎ

メ
ル
ロ
。
ポ
ン
テ
ィ
『知
覚
の
現
象
学
』
（み
す
ず
重
房
）

ｏも
・『一―
∞Ｏ　
ｏｏ
・ΦいＩ
Φヽ

カ
ル
ブ
ィ
ン
Ｓ
・
ホ
ー
ル

『フ
ロ
イ
ト
心
理
学
入
門
』

（清
水
弘
文
堂
）
第
二
章

（か
わ
つ
　
く
に
き
　
中
京
大
学
）
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