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〈
要
旨
〉 

近
年
、
広
く
「
技
術
」
に
か
か
わ
る
問
題
が
社
会
的
な
関
心
を
集
め
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
問
題
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
は
い
る
が
、
「
分
化
」
と
い
う
共

通
し
た
要
因
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
に
、
生
き
て
動
く
物 (the anim

ate)

を
環
境
と

セ
ッ
ト
に
し
て
考
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
心
理
学
の
分
野
か
ら
反
論

を
投
げ
か
け
た
の
が
生
態
心
理
学
で
あ
る
。
で
は
、
生
態
心
理
学
は
、
こ
れ
ら
「
技
術
」

の
問
題
に
対
し
て
積
極
的
な
展
開
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
行
研

究
は
、
情
報
化
が
過
度
に
促
進
さ
れ
る
現
在
の
私
た
ち
の
生
活
環
境
へ
の
批
判
を
行
う
こ

と
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
に
あ
る
程
度
の
貢
献
は
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

研
究
で
は
、
生
態
心
理
学
的
観
点
か
ら
の
「
技
術
」
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
考
察
を
ほ
と

ん
ど
行
う
こ
と
の
な
い
ま
ま
技
術
倫
理
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
た
め
に
、
生
態
心
理
学
の

持
つ
力
を
十
分
に
活
か
し
き
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
や
情

報
と
い
っ
た
生
態
心
理
学
に
お
け
る
中
心
概
念
と
「
技
術
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を

行
う
こ
と
で
、
生
態
心
理
学
的
観
点
か
ら
の
「
技
術
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。
ま
た
、
生
態
心
理
学
に
不
足
し
て
い
る
社
会
的
な
側
面
か
ら
、
環
境
と
身
体
に
関

わ
る
「
技
術
」
に
注
目
し
て
い
る
フ
ー
コ
ー
の
生
政
治
学
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
生
態
心

理
学
の
新
た
な
展
開
の
可
能
性
を
探
る
。 

 キ
ー
ワ
ー
ド 

技
術
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
、
情
報
、
フ
ー
コ
ー
、
生
政
治
学 
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一
．
は
じ
め
に
：
「
技
術
」
に
ま
つ
わ
る
「
分
化
」
と
い
う
問
題 

  

近
年
、
死
者
を
出
し
て
は
じ
め
て
問
題
が
明
る
み
に
な
っ
た
三
菱
自
動
車
の

ク
レ
ー
ム
隠
し
や
住
居
と
い
う
私
た
ち
の
生
活
の
根
幹
に
関
わ
る
耐
震
偽
装
の

よ
う
な
工
学
的
な
技
術
（
あ
る
い
は
技
術
者
）
に
関
わ
る
問
題
か
ら
、
自
動
車

や
工
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
二
酸
化
炭
素
が
主
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ

て
い
る
地
球
温
暖
化
に
代
表
さ
れ
る
環
境
問
題
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
共
に
そ
の

信
頼
性
や
匿
名
性
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
よ
う
な

電
気
通
信
技
術
に
関
わ
る
問
題
、
さ
ら
に
は
穀
物
の
大
量
生
産
の
た
め
に
そ
の

安
全
性
の
確
認
が
不
十
分
な
ま
ま
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
遺
伝
子

操
作
や
脳
死
を
人
の
死
と
し
て
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
密

接
に
関
わ
る
臓
器
移
植
な
ど
の
生
物
・
生
命
に
関
わ
る
技
術
の
問
題
に
い
た
る

ま
で
、
幅
広
い
領
域
に
渡
っ
て
「
技
術
」
に
か
か
わ
る
問
題
が
社
会
的
に
大
き

な
話
題
を
集
め
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
で
技
術
者
が
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
っ

た
の
か
あ
る
い
は
振
る
舞
う
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
長
所

ば
か
り
で
な
く
短
所
も
抱
え
て
い
る
技
術
を
、
私
た
ち
の
社
会
が
国
と
い
う
枠

組
み
を
越
え
世
界
規
模
で
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ス
ト
の
計
算
を
行
い
な
が
ら
ど
の

よ
う
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
受
容
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
ま

た
、
技
術
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
直
接
的
・
身
体
的
な
接
触
が
減
り
つ
つ
あ
る
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
し
、
技
術
が
つ
い
に
私
た
ち
自
身
の
健
康
・
身
体
に
直
接

お
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
状
況
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
態
度
を
決
定
す
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が

複
雑
に
絡
み
合
っ
て
お
り
、
容
易
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
難
し
い
問
題
で

あ
る
。 

 

し
か
し
、
こ
れ
ら
「
技
術
」
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
は
複
雑
な
要
因
が

絡
み
合
っ
て
い
る
の
と
同
時
に
、
共
通
し
た
要
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
「
分
化 (segm

entalization)

」
で
あ
る
。
技
術
者
に
関
わ
る
問
題
に
つ

い
て
い
え
ば
、
技
術
者
は
以
前
と
比
べ
ま
す
ま
す
専
門
化
が
進
む
研
究
分
野
に

お
い
て
自
分
と
わ
ず
か
ば
か
り
違
う
研
究
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
生
活
空
間
は
研
究
所
や
工
場

の
近
く
な
ど
都
市
部
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
決
ま
り

き
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
外
に
で
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
次
に
、
環
境
問

題
に
関
し
て
い
え
ば
、
環
境
は
そ
も
そ
も
私
た
ち
が
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
場
所

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
あ
た
か
も
自
分
た
ち
に
と
っ
て

外
部
の
も
の
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が

転
じ
て
、
人
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
（
と
思
わ
れ
る
）
外
部
を
自
然
と
し

て
手
を
触
れ
な
い
ま
ま
残
す
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、

電
気
通
信
技
術
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
情
報
化

と
い
う
名
前
に
お
け
る
分
化
で
あ
り
、
生
身
の
物
質
性
と
い
う
も
の
が
そ
こ
で

は
切
り
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
（
も
ち
ろ
ん
他
に
も
技
術
に
関
す

る
問
題
は
あ
る
が
）
、
生
物
・
生
命
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
こ

で
見
ら
れ
る
の
は
私
た
ち
の
心
と
身
体
と
を
分
け
て
考
え
る
と
い
う
視
点
で

あ
り
、
身
体
が
あ
た
か
も
機
械
の
材
料
の
よ
う
な
消
費
財
と
し
て
扱
わ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
。 
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確
か
に
、
「
分
化
」
と
い
う
も
の
が
、
科
学
革
命
や
そ
の
ほ
か
い
ろ
い
ろ
な

要
素
と
絡
み
合
い
私
た
ち
の
現
在
の
繁
栄
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
の
は
事
実
で

あ
る
だ
ろ
う (R

eed, 1997

、
ラ
ト
ゥ
ー
ル, 1991/1997)

。
し
か
し
、
そ
れ
と
同

時
に
そ
の
よ
う
な
「
分
化
」
が
過
度
に
進
み
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
問

題
を
、
そ
の
ま
ま
「
分
化
」
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
は
困
難

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
よ
う
な
「
分
化
」
に
対
し
て
、
心
理
学
の
分
野
か
ら
反
論
を
投
げ
か
け
、

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
の
間
で
生
じ
る
相
互
作
用
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
の
重
要
性

を
説
い
た
の
が
、
知
覚
心
理
学
者
ギ
ブ
ソ
ン (J.J. G

ibson)

で
あ
り
、
彼
の
提
唱

し
た
生
態
心
理
学
で
あ
る
。
彼
が
主
に
論
じ
た
の
は
、
（
人
を
含
む
）
生
き
て

動
く
物 (the anim

ate)

に
つ
い
て
知
る
た
め
に
は
、
そ
の
生
き
物
と
生
息
環
境

と
を
セ
ッ
ト
に
し
て
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た 

(G
ibson, 1979/1986. 8)

。
生
き
物
の
生
活
様
式
を
知
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
、

解
剖
学
や
遺
伝
学
な
ど
で
は
な
く
、
そ
の
生
き
物
が
環
境
の
中
で
い
か
に
行
動

し
て
い
る
の
か
を
調
べ
る
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

そ
し
て
さ
ら
に
、
ギ
ブ
ソ
ン
は
そ
の
よ
う
に
生
き
物
と
セ
ッ
ト
に
し
て
考
え

ら
れ
る
環
境
に
つ
い
て
、
従
来
な
さ
れ
て
い
る
自
然
／
人
工
と
い
う
二
分
法
、

さ
ら
に
は
自
然
／
文
化
と
い
う
二
分
法
に
も
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。 

「
あ
た
か
も
二
つ
の
環
境
が
在
る
か
の
よ
う
に
、
自
然
環
境
と
人
工
的
環
境

と
を
分
離
す
る
こ
と
は
、
間
違
っ
て
い
る
。
人
工
物
は
自
然
の
物
質
か
ら
作
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
あ
た
か
も
物
質
的
産
物
の
世
界
と
は
別
個
に
精
神
的
産
物

の
世
界
が
存
在
す
る
よ
う
に
、
自
然
環
境
と
文
化
的
環
境
と
を
区
別
す
る
こ
と
も

同
じ
く
間
違
い
で
あ
る
。
多
様
で
は
あ
る
が
一
つ
の
世
界
し
か
存
在
せ
ず
、
私
た

ち
人
類
は
自
分
た
ち
に
都
合
の
良
い
よ
う
に
世
界
を
変
え
て
き
た
が
、
そ
の
世
界

に
す
べ
て
の
動
物
が
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
」(G

ibson, 1979/1986. 129-130) 

 

私
た
ち
が
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
せ
い
ぜ
い
地
球
上
の
表
面
に
す
ぎ
ず
、

人
間
や
他
の
生
き
物
が
生
き
て
い
る
大
地
や
空
と
い
っ
た
環
境
の
基
本
構
造
を

変
え
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
す
で
に
環
境
の
さ
ま

ざ
ま
な
基
本
構
造
に
適
応
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
い
え
ば
、
人
は

自
分
が
住
ん
で
い
る
世
界
に
よ
っ
て
創
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

た
だ
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
ギ
ブ
ソ
ン
も
高
層
ビ
ル
の
よ
う
な
建
築
物
や
自

動
車
の
よ
う
な
機
械
、
さ
ら
に
は
郵
便
ポ
ス
ト
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
社
会
制

度
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
の
存
在
も
認

め
て
い
る (G

ibson, 1979/1986. ch.8)

。
ギ
ブ
ソ
ン
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
よ
う
な
二
分
法
の
間
に
あ
る
違
い
は
、
私
た
ち
が
物
理
学
的
世
界
と
知
覚

世
界
と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
間
に
あ
る
違
い
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
は
つ
き
つ
め
て
考
え
る
な
ら
ば
時
間
的
・
空
間
的
な
ス
ケ
ー
ル
の

違
い
へ
と
還
元
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
（
河
野, 2008

）
。 

 

で
は
、
生
態
心
理
学
は
、
こ
の
よ
う
な
「
分
化
」
あ
る
い
は
自
然
／
人
工
・

文
化
と
い
う
二
分
法
と
い
う
考
え
方
を
批
判
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
技
術
」

の
問
題
に
も
な
に
か
積
極
的
な
展
開
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。 

 
生
態
心
理
学
の
観
点
か
ら
、
「
技
術
」
に
関
す
る
問
題
を
扱
っ
た
先
行
研
究

と
し
て
は
、
リ
ー
ド (R

eed 1996b)

や
染
谷 (2004a)

な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
論
文
は
、
生
身
の
経
験
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
、
情
報
化
や
効
率
化
ば
か
り

が
促
進
さ
れ
る
現
在
の
私
た
ち
の
生
活
環
境
、
さ
ら
に
は
そ
の
よ
う
な
生
活
環
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境
を
生
み
出
し
て
い
る
政
策
に
対
す
る
批
判
を
行
っ
て
お
り
、
非
常
に
興
味
深

い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

 
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
独
自
の
ス
タ
ン
ス
と
っ
て
い
る
生
態
心
理
学
的
観
点
か

ら
の
「
技
術
」
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
わ
な
い
ま
ま
、
「
技
術
」
を

ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
「
技
術
」
が
好
ま
し
い
の
か
と
い

っ
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
技
術
倫
理
に
つ
い
て
考
え
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、

生
態
心
理
学
の
持
つ
力
を
十
分
に
活
か
し
き
れ
て
い
な
い
。 

 

そ
こ
で
本
論
で
は
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
や
（
生
態
学
的
）
情
報
と
い
っ
た
生

態
心
理
学
に
お
け
る
中
心
的
な
概
念
と
「
技
術
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を

行
う
こ
と
で
、
生
態
心
理
学
的
観
点
か
ら
の
「
技
術
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
に
す
る
。 

そ
の
際
、
ま
だ
相
互
に
参
照
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
も
の
の
、
環
境
と
身

体
に
関
わ
る
「
技
術
」
に
注
目
し
て
い
る
フ
ー
コ
ー
の
規
律
訓
育
・
生
権
力

と
い
っ
た
考
え
方
を
参
照
す
る
。
そ
れ
は
一
方
で
、
生
態
心
理
学
に
欠
け
て

い
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
社
会
的
・
受
動
的
な
側
面
か
ら
の
身
体
の

考
察
を
フ
ー
コ
ー
が
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で
、
フ
ー
コ
ー
の
研

究
に
欠
け
が
ち
な
個
体
的
・
能
動
的
な
側
面
か
ら
の
身
体
の
研
究
に
つ
い
て

生
態
心
理
学
に
は
十
分
な
蓄
積
が
あ
り
、
互
い
に
参
照
す
る
こ
と
で
こ
れ
ら

二
つ
の
考
え
方
が
相
補
的
に
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。 

 

た
だ
し
、
本
論
で
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
「
技
術
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て

考
え
る
こ
と
を
主
眼
に
置
き
、
そ
の
「
技
術
」
の
利
用
、
倫
理
的
問
題
に
は
立

ち
入
ら
な
い
。 

 

二
．
生
態
心
理
学
か
ら
見
た
「
技
術
」 

  

「
技
術
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
少
し
長
く
な
る
が
以
前
に
行
っ
た
ア

フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
情
報
の
概
念
の
検
討
（
佐
古, 2008

）
を
振
り
返
る
こ
と
か
ら

は
じ
め
る
。
と
い
う
の
は
、
一
つ
に
は
、
ギ
ブ
ソ
ン
が
生
態
心
理
学
の
理
論
的

側
面
を
提
示
・
検
討
し
て
い
る
途
中
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
生
態

心
理
学
の
諸
概
念
（
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
、
情
報
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
に
よ

っ
て
し
ば
し
ば
異
な
る
使
い
方
を
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
誤
解

や
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り (C

hem
ero, 

2003)

、
ま
た
後
で
見
る
よ
う
に
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
情
報
と
い
う
概
念
の
間
の

関
係
性
が
、
「
技
術
」
と
い
う
こ
と
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
く
る
こ
と
に
も
な

る
か
ら
で
あ
る
。 

 

ま
ず
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
ギ
ブ
ソ
ン

が
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
に
着
想
を
得
て
、
英
語
の
動
詞“afford”

を
名
詞
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
し
た
造
語
で
あ
り
、
「
環
境
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス

は
、
環
境
が
動
物
に
提
供
す
る

、
、
、
、
も
の
、
良
い
も
の
で
あ
れ
、
悪
い
も
の
で
あ
れ
、

用
意
し
た
り
備
え
た
り
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
も
の
で
あ
る
。
・
・
・
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
い
う

言
葉
で
私
は
、
既
存
の
用
語
で
は
表
現
し
得
な
い
仕
方
で
、
環
境
と
動
物
の
両

者
に
関
連
す
る
も
の
を
言
い
表
し
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
動
物
と
環
境

と
の
相
補
性
を
包
含
し
て
い
る
。
」(G

ibson, 1979/1986. 127)

と
い
う
も
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
適
度
な
硬
さ
を
と
広
さ
を
持
っ
た
平
面
は
、
私
た
ち
が
歩
く

こ
と
を
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
し
、
穴
は
隠
れ
る
こ
と
を
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
。
ま
た
、
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同
じ
水
で
も
状
況
に
応
じ
て
、
私
た
ち
に
飲
む
こ
と
を
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
場
合

も
あ
れ
ば
、
溺
れ
る
こ
と
を
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
こ
と
も
あ
る
。 

た
だ
こ
の
定
義
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
表
現
に
は
曖
昧
さ
が
あ

る
た
め
、
生
態
心
理
学
を
支
持
す
る
も
の
の
間
で
も
、
主
に
次
の
よ
う
な
三
つ

の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

一
つ
め
が
、
リ
ー
ド (R

eed, 1996a)

が
主
張
す
る
資
源 (resource)

と
し

て
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
で
あ
る
。
リ
ー
ド
は
生
態
心
理
学
の
中
に
自
然
淘
汰

と
い
う
進
化
論
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
動
物
に

よ
っ
て
利
用
さ
れ
う
る
対
象
の
特
性
と
し
て
、
動
物
の
存
在
と
は
独
立
に
環

境
中
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
二
つ
め
が
、
タ
ー
ヴ
ェ
イ 

(Turvey, 1992) 

に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
、
傾
向
性 (disposition)

と
し

て
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
で
あ
る
。
タ
ー
ヴ
ェ
イ
は
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
、

エ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
と
い
う
動
物
側
の
能
力
と
セ
ッ
ト
に
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
る
、
環
境
の
傾
向
的
な
特
性
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

最
後
三
つ
め
が
、
ス
ト
フ
レ
ー
ゲ
ン (Stoffregen, 2003)
や
チ
ェ
メ
ロ 

(C
hem

ero, 2003)

が
主
張
す
る
創
発 (em

ergence)

と
し
て
の
ア
フ
ォ
ー
ダ

ン
ス
で
あ
る
。(

1)

 

佐
古 (2008)

で
は
こ
れ
ら
三
つ
の
タ
イ
プ
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
が
持
つ
問
題

点
を
検
討
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
整
理
を
行
っ
た
。 

ス
ト
フ
レ
ー
ゲ
ン
は
、
三
角
形
が
持
つ
個
々
の
三
本
の

線
分
に
は
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
特
性
の
こ
と
を
創
発
と
呼

び
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
も
、
環
境
と
動
物
と
い
う
個
々
の
要
素
に
は
還
元
で

き
な
い
よ
う
な
高
次
の
特
性
で
あ
り
、
必
ず
し
も
現
実
化
さ
れ
る
必
要
は
な

い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

ま
ず
資
源
と
し
て
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
現
実
化
さ
れ
た
後
か

ら
遡
及
的
に
確
認
さ
れ
る
、
ギ
ブ
ソ
ン
が
世
界
と
よ
ん
だ
環
境
を
成
り
立
た
せ

る
た
め
の
潜
在
的
環
境
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
で
、
資
源
性 (resourcity)

と
定

義
し
た
。
次
に
、
傾
向
性
と
し
て
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を

（
狭
義
の
）
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
し
た
。
と
い
う
の
は
、
ギ
ブ
ソ
ン
自
身
に
多

少
揺
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
は
現
実
に

遂
行
さ
れ
る
行
為
に
関
わ
る
概
念
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
創
発
と
し

て
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
（
生
態
心
理
学
的
な
）
情
報
で
あ
る
と
定
義
し
た
。

こ
こ
で
少
し
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
生
態
心
理

学
者
の
多
く
は
（
場
合
に
よ
っ
て
は
ギ
ブ
ソ
ン
自
身
も
）
、
し
ば
し
ば
こ
の
情

報
と
（
狭
義
の
）
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
を
混
同
し
て
使
用
し
て
お
り
、
こ
の
点

が
さ
ま
ざ
ま
な
論
争
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

ギ
ブ
ソ
ン
は
情
報
を
、
「
情
報
、
、
は
、
・
・
・
観
察
者
の
受
容
器
、
す
な
わ
ち

感
覚
器
官
の
特
定
化 (specification)

で
は
な
く
、
観
察
者
の
環
境
の
特
定
化
を

指
す
。
対
象
の
性
質
は
情
報
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
が
、
受
容
器
お
よ
び
神
経

の
性
質
は
感
覚
作
用
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
。
・
・
・
情
報
が
伝
達
さ
れ
う
る

と
い
う
仮
定
や
情
報
が
た
く
わ
え
ら
れ
る
と
い
う
仮
定
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
理
論
に
は
適
当
で
あ
る
が
、
知
覚
理
論
に
は
当
を
得
て
い
な
い
。
」

（G
ibson, 1979/1986. 242

）
と
定
義
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
媒
介
物
を
通
じ

て
伝
達
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
環
境
か
ら
直
接
に
観
察
者
に
特
定
さ
れ
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
言
い
か
え
れ
ば
、
行
為
者
と
の
関
係
に
お
い
て
何

か
を
特
定
す
れ
ば
情
報
な
の
で
あ
り
、
そ
の
現
実
化
を
必
ず
し
も
含
ま
な
い
と

い
う
点
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
あ
る
対
象
の
持
つ
情
報
の
ど
れ
を
現
実
化
す
る
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の
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
つ
ま
り
は
対
象
の
持
つ
可
能
性(

2)

 

さ
ら
に
、
生
態
心
理
学
的
な
情
報
概
念
の
展
開
と
し
て
、
リ
ー
ド (1996b)

お

よ
び
染
谷 (2004a)
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
展
開
を
抑
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

を
提
示

し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
（
狭
義
の
）
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
は
異
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
情
報
は
、
生
態
心
理
学
に
お
い
て
、

不
変
項 (invariant)

や
τ
（
タ
ウ
）
な
ど
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。 

 

染
谷
は
生
態
心
理
学
的
な
情
報
を
、
「
知
覚
者
が
自
己
の
行
為
調
整
に
お
い

て
他
者
に
よ
る
媒
介
な
し
に
直
接
利
用
す
る
情
報
を
第
一
情
報
と
呼
び
、
ま
た

第
一
情
報
が
他
者
に
よ
っ
て
様
々
な
や
り
方
で
変
形
・
選
択
・
装
飾
さ
れ
る
こ

と
で
作
り
出
さ
れ
た
情
報
（
他
者
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
情
報
）
を
第
二
情
報

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
」(

染
谷, 2004a. 76)
と
二
種
類
に
区
別
し
、
第
二
情

報
の
例
と
し
て
地
図
や
言
語
・
絵
画
な
ど
一
般
に
表
象
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

を
あ
げ
て
い
る
。 

 

こ
の
考
え
方
は
、
リ
ー
ド 

(1996b)

の
行
っ
た
第
一
経
験(prim

ary 

experience)

と
第
二
経
験(secondary experience)

を
引
き
継
い
で
い
る
。
第
一

経
験
と
は
、
通
常
私
た
ち
が
行
っ
て
い
る
よ
う
な
自
分
で
見
た
り
聞
い
た
り
す

る
経
験
、
つ
ま
り
他
者
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
な
い
直
接
的
な
経
験
の
こ
と

で
あ
り
、
第
二
経
験
と
は
同
じ
世
界
を
生
き
る
他
者
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
間

接
的
経
験
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
種
類
の
経
験
は
、
①
第
二
経
験
は
必
ず
第

一
経
験
を
含
む
こ
と
、
②
第
一
経
験
は
自
律
的
な
情
報
探
索
を
必
ず
含
ん
で
い

る
が
第
二
経
験
は
そ
の
よ
う
な
探
索
を
含
む
と
は
限
ら
な
い
こ
と
、
③
第
一
経

験
で
は
情
報
の
探
索
を
制
限
す
る
も
の
は
何
も
な
い
の
に
対
し
て
第
二
経
験
は

他
者
に
よ
っ
て
必
然
的
に
制
限
さ
れ
て
お
り
そ
の
探
索
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
、

と
い
う
三
つ
の
特
徴
を
備
え
て
お
り
、
第
一
情
報
と
第
二
情
報
も
こ
れ
ら
の
特

徴
を
引
き
継
い
で
い
る
。 

 

染
谷
は
、
ギ
ブ
ソ
ン
の
情
報
概
念
を
こ
の
よ
う
に
区
別
し
た
上
で
、
第
二
情

報
を
第
一
情
報
か
ら
区
別
す
る
こ
と
の
重
要
な
点
と
し
て
、
「
第
二
経
験
は
、

情
報
探
索
の
た
め
の
行
為
調
整
を
自
力
で
何
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
ガ
イ
ド
も
な
し

に
行
う
場
合
に
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
背
負
う
負
担
を
減
ら
し
、
情
報
探
索
の
た
め

の
近
道
を
教
示
し
て
く
れ
る
の
だ
。
」(

染
谷, 2004a. 79)

と
述
べ
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
第
二
情
報
を
作
り
出
す
同
種
他
個
体
が
生
息

し
、
第
二
情
報
を
介
し
て
環
境
が
共
有
さ
れ
て
集
団
的
に
共
同
生
活
が
営
ま
れ

る
群
棲
環
境
内
で
生
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
一
経
験
と
第
二
経
験
と
を
統

合
し
な
が
ら
、
情
報
に
基
づ
く
自
己
の
行
為
を
調
整
す
る
技
能
を
生
涯
に
わ
た

っ
て
発
達
・
成
長
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
リ
ー
ド
と
染
谷
の
情
報(

3)

の
分
析
は
、
非
常
に
参
考
に
な
る
も
の
の
、

本
論
の
立
場
と
は
少
し
相
違
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
一
情
報
を
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン

ス
と
混
同
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
情
報
は
対
象
を
特
定

し
つ
つ
も
、
選
択
的
に
現
実
化
さ
れ
る
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
り
、
ア
フ
ォ
ー

ダ
ン
ス
と
は
異
な
っ
て
い
る
し
、
不
変
項
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
、
環

境
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
環
境
の
構
造
か
ら
抽

象
さ
れ
る
も
の
（
抽
象
物
）
で
あ
る
と
い
う
点
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
も
第
一
情
報
と
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
の
混
同
に
よ
っ
て
生
じ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
し
、
染
谷
も
明
確
に
は
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

の
だ
が
、
第
一
情
報
、
第
二
情
報
と
い
う
区
別
は
相
対
的
で
、
程
度
の
差
に
す

ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
染
谷
は
第
二
情
報

(

4) 
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の
典
型
例
と
し
て
、
地
図
や
言
語
、
絵
画
と
い
っ
た
一
般
に
表
象
と
呼
ば
れ
る

も
の
（
人
工
的
な
も
の
）
を
あ
げ
て
い
る
が
、
第
一
情
報
の
他
者
へ
の
提
示
と

い
う
側
面
か
ら
考
え
れ
ば
、
第
二
情
報
は
表
象
（
人
工
的
な
も
の
）
で
あ
る
必

要
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
自
然
物
の
配
置
さ
れ
方
自
体
が
す
で
に
第
二
情
報
を
含

ん
で
い
る
と
い
え
る
し
、
第
二
情
報
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
な
が
ら
そ
の
第
一

情
報
し
か
抽
出
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
う
る
事
態
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
混
同
は
、
染
谷
の
分
析
が
本
論
に
与
え
た

影
響
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。 

 

で
は
、
以
上
の
よ
う
な
生
態
心
理
学
的
観
点
か
ら
見
た
と
き
、
「
技
術
」
と

は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

ま
ず
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
「
技
術
」(

5)

こ
の
点
の
混
同
が
、
近
年
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
こ
と
の
多
い
人
工
物
へ
の
盲

目
的
な
批
判
と
自
然
へ
の
回
帰
と
い
う
仕
方
で
の
「
技
術
」
に
関
す
る
問
題
の

応
答
に
現
れ
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
ギ
ブ
ソ
ン
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、

い
わ
ゆ
る
自
然
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
も
、
十
分
人
工
的
な
側
面
を
持
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
道
端
に
生
え
て
い
る
木
々
や
草
花
は
、
自
動
車
の

よ
う
な
物
と
は
異
な
っ
て
い
る
側
面
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
見
逃
し
て
な

ら
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
木
々
や
草
花
が
そ
の
場
所
に
生
え
て
い
る
こ
と
自

体
に
人
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
そ
こ
に
生
え
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
な
い
雑
草
な
ど
が
、
造
園
業
者
の
手
に

よ
っ
て
刈
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
）
。
あ
る
場
所
に
立
っ
て
い
る
木
々
が
、
そ
こ
へ
の
進
入
を
拒
む
こ

と
を
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
よ
う
に
人
が
植
え
た
も
の
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
が
い
っ

た
い
ど
う
し
て
「
技
術
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら

に
い
え
ば
、（
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
に
く
い
の
で
は
あ
る
が
）
仮

に
私
た
ち
の
手
が
一
切
加
わ
っ
て
い
な
い
場
所
が
あ
る
と
し
て
も
、
私
た
ち
が

そ
こ
に
住
む
こ
と
を
選
ぶ
こ
と
自
体
、
そ
の
場
所
の
さ
ま
ざ
ま
な
ア
フ
ォ
ー
ダ

ン
ス
を
利
用
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
自
体
が
、「
技
術
」
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
技
術
の
産
物
」
と
は
、
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
明
示
的
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

と
「
技
術
の
産

物
」
と
の
区
別
で
あ
る
。
冒
頭
で
見
た
よ
う
な
技
術
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
技
術
の
産
物
と
し
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
遺
伝
子

操
作
さ
れ
た
食
物
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
持
っ
て
い
る
可
能
性
の
う

ち
の
ど
れ
が
私
た
ち
の
生
活
に
お
い
て
機
能
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
生
態
心
理
学
的
観
点
か
ら
考
え
て
も
、
「
技
術
の
産
物
」
自
体
、

確
か
に
私
た
ち
一
人
一
人
の
状
況
や
関
係
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
持
っ

て
お
り
、
そ
の
存
在
な
し
に
「
技
術
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
、
重
要
な
の
は
そ
の
よ
う
な
「
技
術
の
産
物
」
が
持
っ
て
い
る
情
報
の
う

ち
の
ど
れ
が
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
し
て
私
た
ち
に
行
為
を
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
よ

う
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
日
常
生
活
に
お
い
て

特
に
意
識
す
る
こ
と
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
、
例
え
ば
道
を
歩

い
て
い
る
と
き
に
は
、
地
面
の
移
動
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
、
物
を
書
く
と
き

に
は
鉛
筆
の
書
く
と
い
う
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
、
さ
ら
に
は
手
紙
を
送
り
た
い

と
き
に
は
ポ
ス
ト
の
郵
送
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
利
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、

私
た
ち
が
い
つ
も
慣
れ
親
し
ん
だ
環
境
の
外
に
で
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
海
外
旅

行
で
手
紙
を
送
り
た
い
と
き
、
ポ
ス
ト
の
郵
送
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
利
用
す
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る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
、
普
段
何
気
な
く
そ
の
よ
う
な
鉄
塊
（
郵
便
ポ
ス

ト
）
の
持
っ
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
情
報
（
非
常
に
硬
い
、
赤
い
な
ど
）
の
う
ち

郵
送
と
い
う
情
報
を
選
択
し
利
用
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
だ

ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
は
、
私
た
ち
と
環
境
と

の
意
図
的
な
あ
る
い
は
無
意
識
的
な
相
互
作
用
（
学
習
）
の
中
で
生
み
出
さ
れ

る
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
自
分
た
ち
の
蓄
積
さ
れ
た
経
験
か

ら
情
報
を
抽
出
し
、
分
類
し
、
そ
れ
を
再
び
私
た
ち
の
身
体
へ
と
取
り
込
む
と

い
う
、
知
覚
者
と
環
境
と
の
動
的
な
相
互
作
用
の
過
程
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
は
、
抽
象
化
さ
れ
た
情
報
が
身
体
化
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
直
接
的
な
知
覚
対
象
に
な
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

こ
と
を
促
進
し
た
り
、
制
約
し
た
り
し
て
い
る
も
の
こ
そ
が
ま
さ
に
「
技
術
」

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
生
態
心
理
学
に
お
け
る
「
技
術
」
と
は
、

環
境
の
情
報
を
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
し
て
身
体
化
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
私
た
ち
の
身
体
を
拡
張
（
あ
る
い
は
制
限
）
さ
せ
る
も
の
の
こ
と
な
の
で
あ

る
。た

だ
、
「
技
術
」
は
生
態
心
理
学
的
観
点
か
ら
以
上
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ

と
が
で
き
る
一
方
で
、
こ
の
定
義
に
は
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
あ
る
い
は
情
報
と
い
う
生
態
心
理
学
の

概
念
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
環
境
と
行
為
者
と
の
相
互
依
存
関
係
に
注

意
は
払
っ
て
い
る
も
の
の
、
ど
う
し
て
も
生
態
心
理
学
的
な
観
点
に
お
い
て
は
、

行
為
者
の
個
体
的
・
能
動
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

(

6) 

(

7)

し

か
し
、
冒
頭
で
見
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
「
技
術
」
に
関
す
る
問
題
を
再
度
考

察
す
る
な
ら
ば
、
確
か
に
そ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
、
行
為
者
の
個
体
的
・
能

動
的
側
面
を
強
調
す
る
こ
と(8)

そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
環
境
の
方
が
行
為
者
に
対
し
て
強
く
打
ち
出
さ
れ
た

も
の
と
し
て
、
フ
ー
コ
ー (M

. Foucault)

の
考
察
を
検
討
す
る
。
特
に
、
彼
の

規
律
訓
育
・
生
権
力
と
い
っ
た
概
念
は
、
ま
さ
に
私
た
ち
の
身
体
を
管
理
す
る

環
境
の
技
術
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

は
一
つ
重
要
な
こ
と
で
は
あ
る
と
は
思
う
が
、

残
念
な
が
ら
そ
れ
だ
け
で
有
効
な
解
決
策
に
な
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
あ

る
意
味
で
、
行
為
者
が
（
群
棲
）
環
境
か
ら
社
会
的
・
受
動
的
に
情
報
を
身
体

化
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
「
技
術
」
に
つ
い
て
考
え
な
く
て
は
、
片
手
落
ち
に
な

っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。 

 

三
．
生
政
治
学
と
技
術 

  

フ
ー
コ
ー
は
、
そ
の
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
『
監
獄
の
誕
生
』
（1975

）

や
『
性
の
歴
史Ⅰ

』
（1976

）
に
お
い
て
、
そ
の
生
政
治
学
を
、
学
校
や
刑
務

所
、
工
場
と
い
っ
た
施
設
に
お
け
る
規
律
訓
練
と
い
う
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
観
点

か
ら
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
フ
ー
コ
ー
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、

監
獄
や
病
院
な
ど
を
通
じ
て
、
空
間
の
配
分
に
よ
っ
て
身
体
を
管
理
す
る
個
体

化
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
私
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
を
通
じ
て
環
境
を
通
じ
て
管
理
さ
れ
、
生
か
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

そ
こ
で
、
本
節
で
は
ま
だ
あ
ま
り
相
互
に
参
照
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が (

萱

野
・
染
谷, 2008
、
河
野, 2005

、2006)

、
環
境
と
身
体
の
関
係
性
を
強
調
す
る
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点
で
生
態
心
理
学
と
共
通
点
が
見
ら
れ
る
と
同
時
に
、
身
体
を
個
体
的
・
能
動

的
側
面
か
ら
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
技
術
（
技
能
）
」
に
焦
点
を
当
て
が
ち
で

あ
る
生
態
心
理
学
に
対
し
、
身
体
に
対
す
る
環
境
の
側
か
ら
の
「
技
術
」
に
注

目
を
し
て
い
る
、
フ
ー
コ
ー
の
規
律
訓
育
・
生
権
力
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。

た
だ
し
、
フ
ー
コ
ー
に
つ
い
て
こ
こ
で
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、

そ
の
テ
ク
ス
ト
の
難
解
さ
や
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
生
じ
て
い
る
現
状
に
お
い
て
、

本
論
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
本
論
に
お
い
て
は
、

規
律
訓
育
・
生
権
力
に
つ
い
て
、
『
監
獄
の
誕
生
』
お
よ
び
『
性
の
歴
史Ⅰ

』

に
関
す
る
檜
垣 (2006)

の
考
察
に
依
拠
し
た
う
え
で(

9)

、
フ
ー
コ
ー (2004)

に
お
い
て
そ
れ
ら
の
見
方
を
「
技
術
」
と
い
う
観
点
か
ら
補
足
す
る
。

 

そ
れ
で
は
、
『
監
獄
の
誕
生
』
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
規
律
訓
育
型
権
力

か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。 

(

10) 

 

そ
れ
ま
で
の
権
力
が
、
君
主
と
い
う
名
の
超
越
者
か
ら
降
っ
て
く
る
禁
止
と

い
う
形
で
、
暴
力
的
な
排
除
の
仕
方
で
作
動
し
て
き
た
の
に
対
し
、
規
律
訓
育

型
権
力
は
華
々
し
い
暴
力
を
振
る
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
ま
で
の
権

力
が
実
に
ず
さ
ん
な
仕
方
で
し
か
身
体
に
作
用
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の

権
力
は
、
立
ち
方
、
歩
き
方
な
ど
立
ち
居
振
る
舞
い
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
私
た
ち
の
身
体
の
細
部
に
入
り
込
ん
で
く
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
規
律
訓
育
型
権
力
と
は
「
身
体
の
微
細
な
振
る
舞
い
を
攻
略
点
と
し
て
、

空
間
・
時
間
的
な
シ
ス
テ
ム
を
エ
コ
ノ
ミ
ー
的
か
つ
合
理
的
な
仕
方
で
把
握
す
る

こ
と
」 (

檜
垣, 2006. 94)

に
よ
っ
て
発
動
す
る
非
暴
力
的
な
権
力
な
の
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
こ
の
規
律
訓
育
的
な
装
置
が
作
動
す
る
際
に
重
要
で
あ
る
の
が
、
空

間
的
な
独
房
化
と
い
う
原
理
と
時
間
的
な
整
序
化
と
い
う
二
つ
の
原
理
で
あ
る
。

空
間
的
な
独
房
化
と
い
う
原
理
に
よ
っ
て
、
各
個
人
は
碁
盤
の
よ
う
に
割
り
振

ら
れ
た
場
所
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
果
た
す
べ
き
機
能
を
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
碁
盤
の
目
の
割
り
振
り
と
い
う
事
態
は
、
例
え
ば
時

間
割
と
い
う
形
を
と
っ
て
時
間
的
に
も
進
行
す
る
の
で
あ
る
。
規
律
訓
育
型
権

力
は
、
こ
の
よ
う
に
身
体
を
空
間
的
・
時
間
的
に
分
割
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
規
範
や
社
会
シ
ス
テ
ム
を
個
人
の
身
体
の
中
に
刻
み
込
ん
で
ゆ
く

の
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
も
う
一
つ
押
さ
え
て
お
く
べ
き
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
そ
れ
は
規
律
訓

育
的
な
シ
ス
テ
ム
が
「
非
行
者 (délinquant)

」
を
矯
正
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
非
行
者
は
、
法
律
シ
ス
テ
ム
に
そ
む
い
た
も
の
と

し
て
の
「
法
律
違
反
者
」
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
排
除
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
矯
正
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
非
行
者
の

生
活
態
度
、
生
活
史
で
あ
り
、
た
ま
た
ま
罪
を
犯
し
た
「
個
人
」
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
検
討
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
個
人
」
を
生
み
出
し

た
関
係
性
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
罪
を
犯
す
「
個
人
」
を
形
成
す
る
環
境
の
総

体
な
の
で
あ
る
。 

 

続
い
て
、『
性
の
歴
史Ⅰ

』
に
お
け
る
生
権
力
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。 

檜
垣 (2006. 121-124)

に
よ
れ
ば
、
生
権
力
は
、
否
定
的
な
関
係
、
二
項
対

立
的
、
禁
忌
、
検
閲
、
統
一
性
と
い
う
五
つ
の
特
徴
を
持
つ
従
来
の
法
的
な
超

越
の
装
置
と
は
決
定
的
に
異
な
り
、
身
体
や
集
団
群
と
し
て
の
多
数
者
の
無
意

識
の
振
る
舞
い
を
、
「
言
説
」
や
そ
れ
に
伴
う
社
会
的
視
線
を
操
作
す
る
こ
と

で
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
権
力
は
、
各
人
の
振
る
舞
い
な
ど
を
通
じ
て
、

社
会
の
随
所
、
微
細
な
空
間
の
隅
々
に
ま
で
拡
散
し
て
い
る
と
同
時
に
、
「
経
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済
」
「
知
」
「
性
」
と
い
っ
た
諸
制
度
の
外
部
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ

う
な
多
様
な
連
鎖
の
中
に
「
内
在
」
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
従
来

の
権
力
が
超
越
的
な
も
の
と
し
て
上
か
ら
来
る
の
に
対
し
、
学
校
や
工
場
な
ど

の
諸
制
度
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
下
か
ら
来
る
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
権
力
は
非
主
観
的
に
発
動
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
権
力
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
は
、
い
か
な
る
国
家
機

関
も
、
階
級
も
、
経
済
的
審
級
も
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
す
べ
て
を
管
理
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
が
誰
も
権
力
の
中
心
に
い
な
い
と
い
う
こ
の
権
力
の

最
大
の
利
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
い
か
な
る
者
も
権
力
の
「
外
部
」
に
出
る
こ

と
を
不
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
こ
の
生
権
力
に
（
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
お
け
る
）
「
血
（
血
統
）
」

に
関
す
る
問
題
群
が
書
き
込
ま
れ
る
と
き
、「
血
」
は
生
権
力
の
対
象
に
さ
れ
、

生
物
的
な
能
力
と
し
て
の
遺
伝
へ
の
配
慮
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
結
び
つ
き
こ
そ
が
、
身
体
と
性
と
を
重
ね
あ
わ
せ
、
ま
さ
に
生
政
治
学
を

成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
生
政
治
学
に
お
い
て
は
、
「
種
」
と
い
う
水
準

が
議
論
の
中
心
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
お
い
て
、
規
律
訓
育
と
い
う
個
別

の
身
体
に
働
く
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
加
え
て
、
種
や
国
民
全
体
と
い
っ
た
水
準
に

働
く
、
確
率
や
統
計
、
住
民
調
査
と
い
っ
た
大
規
模
な
動
向
の
予
測
を
軸
に
し

た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
要
請
さ
れ
、
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
議
論
を
、
フ
ー
コ
ー
は
、
『
安
全
・
領
土
・
人
口―

―

コ
レ
ー
ジ
ュ
・

ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
一
九
七
七
‐
七
八
年
度
』
の
最
初
三
回
の
講
義
を
使
っ
て
、

技
術
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
・
装
置
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
い
っ
た
語
を
使
い
な
が
ら
整

理
し
な
お
し
て
い
る
。(

11)

 

ま
ず
は
、
「
人
口
」
と
い
う
概
念
（
上
述
の
種
や
血
に
対
応
す
る
も
の
）
に

つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
単
な
る
個
人
（
法
的
主
体
）
の
集
ま
り
と
い
っ

た
も
の
で
は
な
く
、
「
そ
れ
以
前
の
数
世
紀
の
法
思
想
・
政
治
思
想
に
と
っ
て

は
ま
っ
た
く
異
質
な
、
新
た
な
集
団
的
主
体
」 (

フ
ー
コ
ー, 2004. 52)

で
あ
る
。

「
人
口
」
と
は
、
第
一
に
「
は
じ
め
か
ら
あ
る
所
与
で
は
な
く
、
一
連
の
変
数

〔
風
土
・
物
質
的
取
り
巻
き
な
ど
〕
に
依
存
す
る
も
の
」(

フ
ー
コ
ー, 2004. 86)

で
あ
り
、
第
二
に
「
少
な
く
と
も
あ
る
限
界
内
で
は
、
そ
の
振
る
舞
い
を
正
確

に
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」(

フ
ー
コ
ー, 2004. 88)

も
の
で
あ
り
、
第
三
に

「
諸
現
象
の
恒
常
性
に
お
い
て
現
れ
る
」(

フ
ー
コ
ー, 2004. 90)

も
の
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
人
口
と
は
、
個
人
と
は
別
の
水
準
で
作
動
し
て
い
る
シ

ス
テ
ム
の
基
本
単
位
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
今
ま
で
の
議
論
と
の
関
係
で
重
要
と
思

わ
れ
る
箇
所
を
二
つ
ほ
ど
と
り
あ
げ
て
お
く
。 

 

次
に
、
規
律
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
規
律
訓
育
型
権
力
）
と
安
全
装
置
（
生
権
力
）

と
の
違
い
に
つ
い
て
見
て
行
く
。
一
点
目
の
違
い
は
、
規
律
が
あ
る
空
間
を
分

離
し
、
中
心
を
定
め
、
閉
じ
込
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
機
能
す
る
と
い
う
点
に
お

い
て
、
求
心
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
安
全
装
置
は
、
た
え
ず
新
た
な
要
素
を
統

合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
に
向
か
っ
て
拡
大
し
よ
う
と
い
う
傾
向
性
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
遠
心
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
二
点
目
の
違

い
は
、
規
律
が
定
義
上
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
統
制
し
、
逃
が
さ
な
い
、
つ
ま
り

は
す
べ
て
を
妨
害
す
る
こ
と
を
そ
の
機
能
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
安
全
装

置
は
、
放
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
口
の
水
準
に
位
置
す
る
何
か
を
放
任
し
な

い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
三
点
目
の
違
い
が
、
規
律
は
（
そ
し
て
法

(

12) 
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シ
ス
テ
ム
も
）
物
事
を
許
可
と
禁
止
（
義
務
的
な
も
の
と
禁
止
さ
れ
て
い
る
も

の
）
へ
と
法
典
づ
け
る
の
に
対
し
て
、
安
全
装
置
は
、
禁
止
も
命
令
も
せ
ず
に
、

あ
る
現
実
（
人
口
の
水
準
に
お
け
る
な
に
か
）
に
応
答
す
る
と
い
う
こ
と
を
機

能
と
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

本
節
で
見
て
き
た
規
律
訓
育
と
生
権
力
と
い
う
フ
ー
コ
ー
の
二
つ
の
「
技
術
」

は
、
そ
れ
ぞ
れ
環
境
と
い
う
装
置
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
は
身
体

に
規
律
を
埋
め
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
を
分
化
し
、
よ
り
効
率
的
・
合
理

的
に
把
握
す
る
と
い
う
「
技
術
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
個
人
と
は
別
の
水

準
に
あ
る
人
口
（
個
体
群
）
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
、
そ
の
別
の
水
準
か
ら
個

体
（
身
体
）
へ
と
作
用
を
及
ぼ
し
、
効
率
的
・
合
理
的
に
把
握
す
る
と
い
う
「
技

術
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

 

フ
ー
コ
ー
の
二
つ
の
「
技
術
」
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
た
上
で
、
最
終
節
に
お

い
て
は
、
生
態
心
理
学
に
お
け
る
「
技
術
」
と
の
接
合
を
試
み
る
。 

 

四
．
お
わ
り
に
：
新
た
な
「
技
術
」
に
む
け
て 

 

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
生
態
心
理
学
に
お
け
る
「
技
術
」
が
、

環
境
に
対
す
る
行
為
者
（
身
体
）
の
側
を
能
動
的
な
も
の
と
捉
え
る
の
に
対
し
、

フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
「
技
術
」
は
、
身
体
に
対
し
環
境
の
側
が
強
調
さ
れ
て
い

る
と
い
う
点
に
こ
れ
ら
二
つ
の
「
技
術
」
の
違
い
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

た
だ
、
そ
の
一
方
で
、
強
調
点
の
違
い
は
あ
り
つ
つ
も
両
者
の
「
技
術
」
と

も
に
、
環
境
に
お
け
る
情
報
（
あ
る
い
は
規
律
な
ど
）
を
身
体
へ
と
組
み
込
む

も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
本
節
に
お
い
て
は
、
生
態
心
理
学
に
お
け
る
「
技
術
」
を
も
と
に
し

な
が
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
「
技
術
」
を
、
環
境
に
お
け
る
情
報
を
身
体
化
す
る

も
の
と
い
う
観
点
か
ら
接
合
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
と
思
う
。

 

ま
ず
は
、
フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
規
律
訓
育
と
い
う
「
技
術
」
か
ら
試
み
る
。 

(

13) 

 

規
律
訓
育
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
身
体
（
お
よ
び
そ
の
動
作
な
ど
）
を
時

間
的
・
空
間
的
に
分
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
規
範
や
社
会
シ
ス

テ
ム
を
個
人
の
身
体
へ
と
刻
み
こ
む
点
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
分

化
」
は
、
冒
頭
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
「
技
術
」
に
関
す
る
問
題
の

中
心
に
あ
る
と
同
時
に
、
生
態
心
理
学
が
強
く
反
発
し
た
点
で
も
あ
っ
た
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
態
心
理
学
と
そ
の
よ
う
な
「
技
術
」
を
接
合
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
生
態
心
理
学
に
お
け
る
第
二
情
報
で
あ
る
。
第

二
情
報
は
第
一
情
報
に
比
べ
る
と
、
情
報
が
選
択
さ
れ
縮
減
さ
れ
て
い
る
か
ら

こ
そ
、
行
為
者
に
効
率
的
な
行
為
を
与
え
て
く
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
同

時
に
、
す
で
に
他
の
誰
か
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
可
能
性
が
与
え
ら
れ
る
と
い

う
点
に
お
い
て
、
私
た
ち
が
本
来
得
ら
れ
る
は
ず
の
豊
か
な
経
験
を
損
な
う
危

険
性
を
常
に
持
っ
て
い
る
。
た
だ
、
リ
ー
ド (1996b)

が
こ
の
第
二
情
報
を
批
判

し
て
い
た
の
は
、
現
在
の
世
間
の
風
潮
が
第
二
情
報
を
過
度
に
重
視
し
、
豊
か

な
経
験
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
第

二
情
報
は
第
一
経
験
へ
と
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
価
値
が
見
出
さ
れ

る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
は
、
規
律
訓
育
を
第
二
情
報
を
身

体
へ
と
組
み
込
む
「
技
術
」
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
技
術
は
十
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分
に
接
合
可
能
で
あ
る
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
成
果
を
互
い
に
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 
た
だ
、
こ
の
点
こ
そ
が
生
態
心
理
学
に
欠
け
て
い
る
点
で
あ
る
と
思
う
の
だ

が
、
生
態
心
理
学
的
な
観
点
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
規
律
訓
育
的
な
分
化
と

い
う
「
技
術
」
が
も
て
は
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
対
し
て
、
十
分
な

説
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

 

こ
こ
で
フ
ー
コ
ー
の
二
つ
目
の
「
技
術
」
、
生
権
力
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

生
権
力
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
い
く
つ
か
あ
る
が
こ
こ
で
も
っ
と
も
重
要
な

の
は
、
そ
の
「
技
術
」
の
対
象
が
人
口
（
個
体
群
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
一
方
で
、
生
権
力
に
お
い
て
、
個
人
は
排
除
さ
れ
る
対
象
で
は
な
く
、
矯

正
さ
れ
治
療
さ
れ
る
対
象
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
一
見
す
る
と
個
人
の
側

に
と
っ
て
も
（
治
療
を
行
っ
て
く
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
）
悪
い
「
技
術
」

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
こ
の
「
技
術
」
は
、
確
率
や

統
計
と
い
っ
た
手
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
人
口
の
水
準
へ
と
作
用
し
、
私
た
ち

の
管
理
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

(

14) 

実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
確
率
や
統
計
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
す
る
手

法
を
用
い
る
こ
と
で
、
人
口
と
い
う
水
準
を
介
し
て
、
個
人
の
水
準
へ
と
影
響

を
及
ぼ
す
点
こ
そ
、
生
態
心
理
学
が
批
判
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
り
、
こ

の
生
権
力
と
い
う
「
技
術
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
な
し
に
、
こ
れ
ま
で
見
て

き
た
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。 

 

た
だ
、
生
態
心
理
学
に
も
こ
の
「
技
術
」
を
取
り
込
む
た
め
の
手
段
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
生
態
学
に
お
け
るpopulation

（
個
体
群
）
と
い
う
概

念
で
あ
り
、
ま
さ
に
フ
ー
コ
ー
が
問
題
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
のpopulation

（
人

口
）
で
あ
る
。
リ
ー
ド (1996a)

で
は
、
進
化
論
と
個
体
群
と
い
う
考
え
方
を
関

係
づ
け
な
が
ら
、
個
体
群
に
対
す
る
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
も
認
め
て
い
る
。(

15)

 

こ
こ
で
は
、
生
態
心
理
学
に
お
け
る
「
技
術
」
を
フ
ー
コ
ー
の
「
技
術
」
に

よ
っ
て
補
完
す
る
試
み
に
対
す
る
示
唆
し
か
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、

生
態
心
理
学
に
お
け
る
個
体
群
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
冒
頭
で
見
た
よ
う
な
「
技
術
」
の
問
題
を
生
態
心
理
学
的
な
観
点
か
ら
解

決
す
る
こ
と
の
き
っ
か
け
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
と
も
に
、
生
態
心

理
学
に
し
ば
し
ば
欠
け
が
ち
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
社
会
性
を
取
り
込
む
き
っ

か
け
に
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

リ

ー
ド
は
そ
の
技
術
論 (1996b)

に
お
い
て
も
、こ
の
概
念
が
重
要
な
役
目
を
果
た

す
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
が
、
以
上
の
よ
う
な
議
論
を
踏
ま

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 【
注
】 

（
１
）
チ
ェ
メ
ロ
は
、
創
発
と
い
う
言
葉
で
は
な
く
、
関
係
的 (relational)

と
い
う
言
葉

を
使
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。C

hem
ero 

(2003)

を
参
照
の
こ
と
。 

（
２
）
そ
の
対
象
を
何
に
で
も
自
由
に
つ
か
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
制
限
の
元
で
選

択
性
を
持
つ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
な
ん
で
も
あ
り
の
潜
在
性 (potentiality)

と

は
異
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
可
能
性 (possibility)

と
呼
ん
で
い
る
。 

（
３
）
以
後
は
、
「
リ
ー
ド
と
染
谷
の
情
報
」
と
い
う
語
を
省
略
し
て
「
染
谷
の
情
報
」

と
す
る
。 

（
４
）
染
谷 (2004b)

で
は
、
抽
象
概
念
と
知
覚
対
象
と
の
混
同
と
い
う
心
理
学
者
の
誤

謬
を
お
か
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。 
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（
５
）
技
術 (technique)

と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー (technology)

、
さ
ら
に
は
メ
カ
ニ
ズ
ム 

(m
echanism

)

な
ど
と
い
っ
た
語
は
、
論
者
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
使
い
方
が
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
興
味
深
い
問
題
で
は
あ
る
も
の
の
、

本
論
で
は
そ
の
違
い
に
つ
い
て
特
に
考
慮
せ
ず
同
義
語
と
し
て
扱
う
。 

（
６
）
本
論
に
お
け
る
「
技
術
」
の
定
義
は
、
染
谷 (2004a)

に
お
け
る
技
術
の
定
義
：

「
私
た
ち
の
経
験
が
環
境
と
の
相
互
作
用
の
も
と
で
成
長
す
る
と
い
う
こ
の
経
験

概
念
の
下
で
は
、
技
術
は
、
そ
の
よ
う
な
経
験
成
長
を
集
団
的
・
社
会
的
に
ガ
イ
ド

す
る
た
め
の
環
境
の
構
造
化
・
改
変
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
」
、
と
も
整
合
性
を
持

っ
て
い
る
。 

（
７
）
行
為
者
が
あ
る
意
味
で
能
動
的
に
情
報
を
身
体
化
す
る
過
程
に
つ
い
て
は
「
技
術
」

と
い
う
よ
り
も
「
技
能 (skill)
」
と
呼
ぶ
ほ
う
が
よ
り
適
切
か
も
し
れ
な
い
。 

（
８
）
リ
ー
ド (1996a)

お
よ
び
染
谷 (2004a)
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
技

術
倫
理
の
問
題
に
お
け
る
経
験
の
民
主
化
を
主
張
し
て
い
る
。 

（
９
）
萱
野 (2007)

に
お
け
る
行
為
と
の
関
係
に
お
け
る
権
力
の
分
析
：
「
権
力
は
行
為

の
可
能
性
を
開
く
の
に
た
い
し
、
暴
力
は
そ
の
可
能
性
を
閉
ざ
す
。
両
者
の
作
動

の
仕
方
は
ま
っ
た
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
」(

萱
野, 2007. 158)

と
、
本
論
に
お
け

る
縮
減
さ
れ
た
可
能
性
と
し
て
の
第
二
情
報
と
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
い
ろ

い
ろ
な
論
点
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
論
で
は
そ
の
こ
と
を
示

唆
す
る
に
と
ど
め
る
。 

（
10
）
フ
ー
コ
ー (1975, 1976)

に
お
け
る
規
律
訓
育
・
生
権
力
と
い
う
概
念
の
検
討
に

留
ま
ら
ず
、
フ
ー
コ
ー (2004)

に
ま
で
範
囲
を
広
げ
て
い
る
の
は
、population

と
い
う
語
が
、
人
口
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
個
体
群
と
い
う
意
味
を
持
つ
と

い
う
点
に
お
い
て
、
生
態
心
理
学
と
の
重
要
な
結
節
点
を
な
し
う
る
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
統
治
性
に
関
す
る
話
題
は
本
論
で
の
議
論
の
範
囲
を
越
え

る
た
め
扱
わ
な
い
。
ま
た
、
フ
ー
コ
ー
の
最
晩
年
に
お
け
る
自
己
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
と
い
う
考
え
方
も
非
常
に
興
味
深
い
も
の
の
、
紙
幅
の
都
合
上
今
回
は
扱
わ
な

い
。 

（
11
）
こ
の
講
義
録
に
お
い
て
フ
ー
コ
ー
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー (technologie)

を
複
数
の

「
技
術
」
が
複
合
的
に
機
能
す
る
仕
組
み
と
し
て
用
い
て
い
る
。 

（
12
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
フ
ー
コ
ー
が
、
博
物
学
と
生
物
学
と
い
う
対
比
を
用
い

な
が
ら
、population

が
、
生
物
学
に
お
け
る
「
種
」
の
よ
う
な
個
体
群
を
表
す

語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。 

（
13
）
本
来
は
、
相
補
的
な
関
係
に
あ
り
、
ど
ち
ら
か
に
す
り
合
わ
せ
る
の
で
は
な
い
よ

う
な
形
で
、
接
合
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
が
、
本
論
で
は
紙
幅
と
論
者
の
力
不
足

に
よ
り
、
生
態
心
理
学
に
お
け
る
「
技
術
」
を
、
フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
「
技
術
」

で
補
完
す
る
と
い
う
形
を
と
る
。 

（
14
）
リ
ー
ド (1996b)

で
は
そ
の
原
因
に
、
不
確
実
性
へ
の
恐
怖
を
あ
げ
、
経
験
の
民

主
化
を
目
指
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
確
か
に
、
そ
の
方
針
に
意
義
は
あ
る
と

は
思
う
が
、
残
念
な
が
ら
そ
こ
で
は
社
会
学
的
な
考
察
が
十
分
な
さ
れ
て
い
る
と

は
思
わ
れ
な
い
。 

（
15
）
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
生
態
心
理
学
者
の
間
で
も
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。 
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Affordances and Techniques; A New Stage of Ecological Psychology 
 

Satoshi SAKO 
 

In recent years, “technique”-related problems in a wide range of fields are causing our society’s concern. 
Though these problems are complexly intertwined with various factors, they have a common factor 
"segmentalization". In the field of psychology, ecological psychology goes against this tendency by insisting 
on the importance of the animate-environment coupling. Then, can ecological psychology positively solve 
these “technique”-related problems? To some extent preceding studies contribute to solving these problems, 
criticizing the excessive informatization of our environment. But these studies can’t fully use the potential 
ability of ecological psychology for the reason that they consider the engineering ethics without thinking 
about “technique” itself from the perspective of ecological psychology. Thus, the aim of this paper is to 
clarify “technique” itself from this perspective by considering the relation between its central concepts (ex. 
affordance and ecological information) and “technique”. And by reference to Foucault’s biopotlitics, which 
focuses on “technique” linked to environment and body, this paper explores the possibility 

 

of a new 
development in eclogical psychology. 

Key words : technique / affordance / information / Foucault / biopolitics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	人間　表紙30号.pdf
	人間目次　30号
	01～16　佐藤貴宣　論文
	17～18　佐藤貴宣　英文
	19～30　玉城福子　研究ノート
	31～32　玉城福子　英文
	33～52　安岡愛理他　研究ノート
	53～54　安岡愛理他　英文
	55～60　平野孝典　書評
	61～66　鈴木彩加　書評　
	67～80　池吉琢磨　論文
	81～82　池吉琢磨　英文
	83～99　伊東未来　論文
	100　伊東未来　英文
	101～117　本山明日香　論文
	118　本山明日香　英文
	119～134　山本文子　論文
	135～136　山本文子　英文　
	137～157　LUIS M.CANCIO  論文
	158  LUIS M.CANCIO  英文
	159～172　佐古仁志　論文
	173～174　佐古仁志　英文
	175～189　山森裕毅　研究ノート
	190　山森裕毅　英文
	191～196　福田佑二　書評
	197～202　林健太郎　書評
	はじめに
	倫理的なslutであるということ。
	他者との関係
	多元論的slut

	203～210　森元斎　書評
	211～216　小倉拓也　書評
	217～222　塩飽耕規　書評
	223～228　橘真一　書評
	執筆者紹介 30号
	編集後記　奥付け　３０号pwd
	人間　裏表紙30号



