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佐吉仁志

本
書
は
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
提
唱
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
生
態
心
理
学
の

創
始
者
J
・
J
・
ギ
ブ
ソ
ン
の
後
継
者
と
も
く
さ
れ
な
が
ら
、
わ
ず
か
四
十
二

歳
と
い
う
若
さ
で
こ
の
世
を
去
っ
た
E

・
S
-

リ
ー
ド
の
三
部
作
の

作
目

で
あ
る
。

著
者
は
そ
の
学
部
的
な
出
発
点
を
進
化
認
識
論
か
ら
始
め
た
。
そ
の
後
、
哲

心
理
学
、
進
化
論
と
幅
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
論
文
を
書
い
て
い
る
が
、

そ
の
中
で
も
彼
の
名
を
有
名
に
し
た
の
は
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ジ
ョ

i

ン
ズ
と
と
も

に
編
集
し
た
ギ
ブ
ソ
ン
の
論
文
集
吋
直
接
知
覚
論
の
根
拠
』
〈
ょ
と
、
ギ
ブ
ソ
ン

の
伝
記
の
体
裁
を
と
り
な
が
ら
そ
の
心
理
学
史
上
の
位
置
づ
け
を
行
な
っ
た

『
ジ
ェ
i

ム
ズ
・

J

・
ギ
ブ
ソ
ン
と
知
覚
の
心
理
学
」
と
い
う
こ
冊
の
書
物
で

Edward S. Reedラ The

Eまaven and London: 

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
大
変
優
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、

そ
の
評
価
は
あ
く
ま

で
も
ギ
ブ
ソ
ン
研
究
者
と
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
生
態
心
理
学
者
と

し
て
の
著
者
自
身
の
評
価
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
著
者
が
、

生
態
心
理
学
者
と
し
て
、
そ
の
独
自
な
思
想
を
様
々
な
分
野
の
人
々
に
強
い
印

象
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
六
年
か
ら

九
九
七
年
に
か
け
て

出
版
さ
れ
た
、
『
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
の
心
理
学
』
〈
2

吉
本
書
『
経
験
の
必
要
性
』
、

そ
し
て
吋
魂
か
ら
心
へ
』5

の
三
部
作
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
一
作
自
で
あ
る
吋
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
の
心
理
学
』
の
前
半
部
で
は
、
ギ
ブ303 一書評

ソ
ン
的
観
点
か
ら
心
理
学
を
記
述
し
な
お
す
と
共
に
、
そ
こ
に
進
化
論
的
ア
プ

ロ
i

チ
2

を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ギ
ブ
ソ
ン
的
生
態
心
理
学
か
ら
リi



ド
的
生
態
心
理
学
と
で
も
い
う
べ
き
新
た
な
生
態
心
理
学
を
展
開
し
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
後
半
部
で
は
、
操
々
な
発
遠
心
理
学
的
研
究
の
成
果
を
取
り
入
れ

な
が
ら
、
ヒ
ト
が
い
か
に
し
て
人
聞
に
な
っ
て
い
く
の
か
を
、
リ
ー
ド
的
生
態

心
理
学
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
第
三
作
自
で
あ
る
吋
魂
か
ら
心
へ
』
で
は
、

現
代
の
科
学
的
心
理
学
が
成
立
し
た
事
構
を
説
い
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、

必
ず
し
も
明
確
に
身
体
と
分
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
豊
か
な
内
容
を
も
っ
魂
合

。
三
)
と
い
う
概
念
が
、
身
体
と
開
明
確
に
一
区
別
さ
れ
る
貧
し
い
心
(
邑
昆
)
と
い

う
概
念
へ
と
変
容
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
学
的
心
理
学
は
初
め
て
成
立
可

能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
本
で
は
同
時
に
現
代
の
心
理
学
に
か
わ
る
新
た

な
心
理
学
も
模
索
さ
れ
て
い
る
。

以
上
に
本
書
の
前
後
を
な
す
二
つ
の
著
作
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
。
さ
て
、

第
ニ
作
自
に
あ
た
る
本
書
で
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
の
発

達
(
特
に
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
)
に
よ
っ
て
、
現
代
社
会
に
お

け
る
人
関
の
経
験
が
い
か
に
変
容
し
た
か
が
主
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
著
者
は
、

メ
デ
ィ
ア
の
発
達
が
直
接
体
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の

r、

次
的
経
験
)
を
間
接
的
な
も
の

(
二
次
的
経
験
)
に
よ
っ
て
囲
い
込
ん
だ

こ
と
、
そ
の
結
果
、
以
前
は
豊
か
で
あ
っ
た
私
た
ち
の
日
常
生
活
が
い
か
に
空

虚
な
も
の
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
。
著
者
は
、
こ
う
し

た
傾
向
が
デ
カ
ル
ト
以
米
の
心
と
身
体
と
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
反
ー
経
験
主
義
的
哲
学
の
伝
統
と
共
に
生
じ
て
き
た
こ
と
、

そ
し
て
こ

の
枠
組
み
に
と
っ
て
か
わ
る
も
の
と
し
て
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
哲
学
(
特
に

デ
ュ
l

イ
の
哲
学
)
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
強
謂
す
る
。
評
者
と
し
て
留
意
し

た
い
の
は
、
過
程
守
門on
m回
目
)
を
強
調
す
る
こ
と
だ
け
で
そ
の
内
容
が
乏
し
い
と

批
判
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
デ
ュ
!
イ
の
哲
学
に
対
し
て
、
著
者
が
、
生
態
心
理

学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
こ
れ
を
実
践
蕗
か
ら
補
強
し
、
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の
目
指
す
「
経

験
の
民
主
化
」
へ
の
道
を
模
索
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

本
書
の
キ
!
コ
ン
セ
プ
ト
を
、

一
次
的
経
験

Q
2
5国
々
日
宮
号
2
0
)
と
一
一

次
的
経
験
(
∞28
仏
国
O々
H間
以2
8
2
)
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

次
的
経
験
と
は
、
自
分
で
見
た
り
開
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
官
5
n
p
m
2
2
E
E
)経
験
で
あ
り
、
一
一
次

的
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

安
全
B
n
F
8
8

邑

s
g
E
)
経
験
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
種
類
の
経
験
に
は

つ
の
特
徴
が
あ
る
。
第
一
に
、
一
一
次
的
経
験
は
必
ず
一
次
的
経
験
を
含
む
こ

と
、
第
ニ
に
、

一
次
的
経
験
は
自
律
的
な
情
報
探
索
を
必
ず
含
ん
で
い
る
が

次
的
経
験
は
そ
の
よ
う
な
探
索
を
含
む
と
は
撮
ら
な
い
こ
と
、
最
後
に
、

次

的
経
験
で
は
情
報
の
探
索
を
制
臨
す
る
も
の
は
伺
も
な
い
の
に
対
し
て
二
次
的

経
験
は
他
者
に
よ
っ
て
必
然
的
に
制
限
さ
れ
て
お
り
そ
の
課
索
に
は
限
界
が
あ

る
こ
と
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

E 

本
書
は
、

プ
ロ
ロ
ー
グ

ま
〉

2
8

沙
門
関
与
四
ユ
g
n
O
3
と
エ
ピ
ロ
ー
グ

4
M
m
E口
問
問
。
円
安
℃
3
8
2
.

ゆ
を
除
く
、
七
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
以
下

各
章
ご
と
に
簡
潔
に
そ
の
内
容
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第

E

民
間

4
〈
刊
〈
O
C

山
凶JH
m『
切
町
内
山
口
開
討
℃
白
『
回
目
ロ
ロ
町
内
同

i
V
2
M
F
r
)

出
。
-
u
y
u

『

Y
入
山
内
M
m
w門
出
同
町
四

宮
部
門
巧
。
吋5
3

で
は
、
伝
統
的
哲
学
や
科
学
的
心
理
学
が
、

一
次
的
経
験
中
合
重



視
す
る
も
の
に
「
素
朴
実
在
論
者
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
貼
り
付
け
「
経
験
」
を

蔑
視
し
て
き
た
こ
と
を
述
べ
る
と
問
時
に
、
「
経
験
」
を
擁
護
す
る
プ
ラ
グ
マ

テ
イ
ズ
ム
の
哲
学
を
取
り
あ
げ
、
具
体
的
に
は
哲
学
者
ロ
l

テ
ィ
と
パ
ト
ナ
ム

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

第

」
宮
∞
凸
同
吋
口Y
沙
門
担
富
山

2
8
S
。
同
閉
山
毎
回
ユ

g
口
0
3
で
は
、
第
一

で
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ロ

i

テ
ィ
に
つ
い
て
、
「
表
象
」
を
強

調
す
る
西
洋
哲
学
の
伝
統
を
批
判
し
た
点
で
彼
を
評
価
し
つ
つ
も
、
彼
の
提
唱

す
る
「
リ
ベ
ラ
ル
ユ
ー
ト
ピ
ア

と
し
て
実
現
さ
れ
る
消
撞
的
自
由
に
つ
い
て

は
こ
れ
を
退
け
る
。

一
方
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
提
唱
者
の
一
人
で
あ
っ
た

デ
ュ
i

イ
は
一
次
的
経
験
そ
れ
自
体
に
価
値
を
-
認
め
て
い
る
。
デ
ュi
イ
に
お

け
る
「
経
験
」
と
は
、
個
人
の
所
有
物
で
は
な
く
集
団
の
所
有
物
で
あ
り
、
構

成
員
す
べ
て
の
成
長
を
(
い
つ
も
と
は
限
ら
な
い
が
)
促
進
し
、
日
々
の
生
活

で
私
た
ち
が
直
面
す
る
真
の
問
題
の
解
決
に
役
立
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
著
者

は
デ
ュ
i

イ
の
哲
学
を
継
承
す
る
立
場
か
ら
、
哲
学
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、
普

一
遍
的
存
在
者
に
つ
い
て
の
知
識
(
つ
ま
り
は
完
全
な
真
理
)
と
い
う
み
せ
か
け

を
与
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
伺
か
を
な
す
た
め
の
指
針
i
i

そ
れ
は
必
ず
し
も

正
し
い
と
は
限
ら
な
い
l
i

を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。

第

験
炉
問
目
白
叫
。
同
C
口
口
目
立
包
口
々
回
ロ
仏
門
町
田
明
日
夜
宮
沖
。
同
出
向
凶
凶
一
旬
開
門
時
開
口

2
3

で

は
、
二
十
世
紀
後
半
に
お
け
る
経
験
の
衰
退
と
そ
れ
に
結
び
つ
く
不
確
実
性
へ

の
恐
怖
と
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
顕
著
な
よ
う
に
、
近
代
の

哲
学
は
心
と
身
体
を
一
区
別
し
身
体
を
機
械
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
経
験
へ
の
信
額
は
損
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
現
代
社
会
で
は
労

働
者
が
自
分
の
役
割
を
果
た
す
「
情
報
処
理
手
続
き
」
の
た
め
の
乗
り
物
に
な
っ

て
い
る
、
と
著
者
は
み
な
す
の
で
あ
る
。

第
四
章
。
ベ
z
o
o
q
主
主
g
o

内
関
与
由
民
8
2

広
野
町
宮
。
号

g
t
そ
a
s
u
g
-


で
は
、
第
一
ニ
章
で
の
議
論
を
延
長
し
て
、
現
代
の
企
業
に
お
い
て
は
経
済
効
率

が
過
度
に
重
視
さ
れ
る
あ
ま
り
、
労
働
は
単
純
化
さ
れ
、
分
業
も
ま
す
ま
す
促

日
々
の
経
験
か
ら
自
律
性
が
奪
わ
れ
る
結
果
と
な
っ

進
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

た
と
主
張
す
る
。
著
者
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
会S
Z
o

目
。
堕
)
の
か
わ
り
に
技
術

(
g
m
v
E
S
)
の
復
権
を
説
き
、
豊
か
な
経
験
を
取
り
一
民
す
必
要
を
主
張
す
る
の

で
あ
る
。

第
五
章
t

∞
宮
司
宙
開
制43
g
口
0
3
で
は
、

互
補
完
的
な
も
の
と
し
て
共
に
重
視
す
る
ギ
ブ
ソ
ン
の
生
態
心
理
学
的
ア
プ?
i

一
次
的
経
験
と
二
次
的
経
験
を
相

チ
を
検
討
し
て
い
る
。
さ
ら
に
発
達
心
理
学
の
知
見
や
デ
ュ
i

イ
の
「
経
験
」

概
念
を
採
用
し
て
、
知
覚
と
は
、
外
的
デ
i

タ
を
入
力
と
し
て
取
り
込
む
こ
と

で
は
な
く
、
環
境
と
切
り
結
ぶ

(
E
n
o
s件。
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
と
し
て

の
人
(
担
当
宮
山
町
田
呂
田

O
ロ
)
が
達
成
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。

本
意
の
後
半
部
で
は
、
テ
レ
ビ
や
そ
の
技
法
で
あ
る
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ

て
、
家
庭
生
活
や
娯
楽
の
領
域
で
も
一
次
的
経
験
が
二
次
的
経
験
に
よ
っ
て
侵

食
さ
れ
て
い
る
と
警
告
し
て
い
る
。

第
六
章
品
名
目
ユ82
8

仏
円
。
〈
白
色
E
P
-
-
で
は
、
第
五
章
の
最
後
で
提

越
さ
れ
た
「
ど
の
よ
う
に
し
て
人
々
は
、
他
人
と
経
験
を
共
有
す
る
や
り
方
を

学
習
す
る
よ
う
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う
聞
い
に
、

フ
ロ
イ
ト
な
ど

305 一一審評

に
言
及
し
な
が
ら
答
え
て
い
る
。
従
来
、
動
機
は
肯
定
的
感
情
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
る
主
観
的
状
態
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
著
者
に
よ



れ
ば
、

フ
ロ
イ
ト
は
こ
の
よ
う
な
議
識
を
正
当
に
も
批
判
し
た
も
の
の
自
身
で

解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

ブ
ロ
イ
ト
は
幼
児
期
に
お
け

る
直
接
経
験
を
偏
重
し
エ
ロ
ス
を
性
だ
け
に
関
連
。
つ
け
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
著
者
は
フ
ロ
イ
ト
の
汎
性
欲
主
義
を
越
え
る
エ
ロ
ス
の
あ
り
方
を
説
い
て

い
る
。

第
七
章

4
V
6
3
8
2
8
仏
同
町
四
授
与
え
出
告
白3

で
、
著
者
は
社
会
心
理

に
起
闘
す
る
病
気
の
多
く
に
は

次
的
経
験
へ
の
蔑
視
と
い
う
共
通
の
源
が
あ

る
と
指
摘
し
、
社
会
心
理
的
疾
病
の
克
服
の
た
め
に

と
い
う
理
念
を

提
唱
し
て
い
る
。
こ
こ
で
再
度
生
態
心
理
学
的
見
地
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
の
最
も
重
要
な
生
態
心
理
学
的
能
力
の
ひ
と
つ
は
、
自

分
の
経
験
を
未
来
へ
と
延
長
す
る
(
予
期
的
な
)
能
力
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
の
よ
う
な
能
力
は
移
動
す
る
と
い
っ
た
一
次
的
経
験
と
結
び
つ
い
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
経
験
を
共
有
し
た
い
と
い
う
動
機
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
二
次
的

経
験
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
「
希
望
」
と
は
公
的
経
験
と
公
的
行
動
の
ひ
と
つ
の
ア
ス

ペ
ク
ト
で
あ
り
、
希
望
を
生
き
る
こ
と
は
掴
人
が
行
為
者
と
し
て
自
分
の
成
功

と
能
力
の
詞
方
を
知
覚
し
自
標
へ
の
道
筋
が
聞
か
れ
て
い
る
こ
と
の
実
現
を
要

求
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

盟

著
者
が
本
書
で
述
べ
た
か
っ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
生
き
が
い
の
あ
る
生
活
を
な
す
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
も
の
が
、

「
経
験
」
に
始
ま
り
、
「
経
験
」
と
共
に
成
長
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

現
代
生
活
に
お
い
て
は
、
「
経
験
」
、
特
に
一
次
的
経
験
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
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て
し
ま
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
「
経
験
」
は
多
様
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
他
人

と
の
障
壁
を
つ
く
る
言
い
訳
と
し
て
使
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
逆
に

他
人
と
共
同
生
活
を
送
る
た
め
の
魂
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

術
で
さ
え
、
日
常
経
験
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
経
験
」
を
強
調
す
る
著
者
の
主
践
は
、
基
本
的
に
は
賛
同
で

き
る
も
の
の
、
多
分
に
議
論
の
余
地
の
あ
る
主
張
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
特
に

重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
一
一
一
点
ほ
ど
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
の
問
題
点
は
、
「
経
験
」
を
一
次
的
経
験
と
二
次
的
経
験
と
に
毘
別
す

る
こ
と
の
是
非
で
あ
る
。
そ
の
区
別
は
ひ
と
と
お
り
の
意
味
で
は
有
用
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
第
五
章
で
あ
る
程
度
説
明
さ
れ
た
以
外
は
自
明
の
こ
と

の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ギ
ブ
ソ
ニ
ア
ン
に
も
批
判
者
が

多
い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
区
別
の
確
立
に
つ
い
て
生
態
心
理
学
的
観

点
か
ら
の
よ
り
詳
し
い
説
明
な
り
議
論
な
り
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
の
問
題
点
は
、
第

の
問
題
点
と
も
関
わ
り
が
あ
る
の
だ
が
、
テ
レ
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
i

シ
ョ
ン

(
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
、
現
在
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
携

帯
明
一
泡
話
な
ど
)
に
対
す
る
批
判
が
過
度
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
で
あ
る
。
な

る
ほ
ど
、
二
次
的
経
験
が
重
一
揖
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
点
は
杏
め
な
い
も
の
の
、
テ

レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
に
よ
る
様
々
な
分
野
へ
の
影
響

i
l

よ
き
に

つ
け
悪
し
き
に
つ
け
l
i

は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
現

代
社
会
が
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i

シ
ョ
ン
な
し
に
は
存
続
で
き
な
い
の
は
確
か
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。



第

の
問
題
点
は
、

フ
ロ
イ
ト
理
論
を
著
者
は
自
分
の
関
心
に
引
き
つ
け
過

ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
、

フ
ロ
イ
ト
の
ア
メ

リ
カ
へ
の
紹
介
者
で
あ
る
E
-
B
-

ホ
ル
ト
な
ど
へ
の
一
言
及
が
住
に
お
い
て
な

さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
著
者
の
主
張
を
認
め
る
た
め
に
は
フ
ロ
イ
ト
理
論
に

関
す
る
議
論
が
不
十
分
だ
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
本
書
だ
け
で
な
く
三
部
作
全
体
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
だ
が
、
著
者

の
思
索
の
根
鹿
を
流
れ
る
二
つ
の
流
れ
(
生
態
心
理
学
と
進
化
論
)
の
う
ち
、

進
化
論
へ
の
一
一
一
一
口
及
が
あ
ま
り
に
も
少
な
す
ぎ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
リ
!

ド
的
生
態
心
理
学
に
お
け
る
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
は
積
や
個
体
に
と
っ
て
の
も

の
で
な
く
、
有
機
体
の
担
体
群
(
宮
古
}
田
氏
。
る
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
個
体
群
と
い
う
概
念
は
、
進
化
論
者
の
間
で
も
様
々
な
立

場
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
明
な
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
特
に
本

お
け
る
著
者
は
、
デ
ュ
i

イ
の
「
経
験
」
概
念
を
個
体
に
と
っ
て
の
も
の

で
は
な
く
、
個
体
群
に
と
っ
て
の
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

個
体
群
と
い
う
一
言
葉
を
用
い
て
す
ら
い
な
い
。

こ
の
他
に
も
多
々
問
題
点
は
あ
る
も
の
の
そ
の
問
題
点
の
多
く
は
三
つ
(
十

一
)
の
問
題
点
問
機
に
、
議
論
の
精
撤
さ
が
欠
け
て
い
る
た
め
に
生
じ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
本
書
は
一
八
八
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
本
で
あ
り
、
著
者
が
こ

の
本
を
執
筆
し
た
年
齢
を
考
え
る
な
ら
ば
、
本
警
は
、
本
絡
的
な
理
論
の
展
開

よ
り
も
む
し
ろ
問
題
提
起
の
た
め
の
本
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。

し
か
し
、
本
書
が
、
従
米
現
象
学
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
生

態
心
理
学
と
い
う
考
え
方
を
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
!
ム
ズ
の
弟
子
で
あ
り
ギ

ブ
ソ
ン
の
教
師
で
も
あ
っ
た
ホ
ル
ト
な
ど
を
経
由
さ
せ
な
が
ら
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
の
哲
学
、
特
に
デ
ュ
i

イ
の
哲
学
と
結
び
つ
け
た
点
、
生
態
心
理
学
を
教

育
や
社
会
学
、
さ
ら
に
は
倫
理
な
ど
へ
応
用
す
る
こ
と
の
可
能
性
を
示
唆
し
て

い
る
点
な
ど
は
そ
れ
ら
の
欠
点
を
お
ぎ
な
っ
て
余
り
あ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
現
代
社
会
に
対
す
る
リ
i

ド
的
生
態
心
理
学
か
ら
の
問
題
提
起
の
書

で
あ
る
。
そ
し
て
、
不
幸
に
し
て
四
十
二
哉
と
い
う
若
さ
で
な
く
な
っ
た
著
者

の
後
を
受
け
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
の
一
つ
一
つ
を
精
徽
に
検
討
し
展
開
し
て
い

く
こ
と
は
意
義
あ
る
作
業
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

r--... ì.主

『
陵
接
知
覚
論
の
根
拠
』
(
抄
訳
)
(
境
敦
史
・
河
野
哲
也
訳
)
、
動
車
帝
玄
関
、

一O
O
四
年
。

(
2
)
吋
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
の
心
潔
学
い
(
縮
問
霞
哉
訳
・
佐
々
木
正
人
監
修
)
、
新
耀

社
、
一
一0
0
0
年
。

(
3
)
「
魂
か
ら
心
へ
』
(
村
悶
純
一
・
染
谷
回
日
義
・
鈴
木
賞
之
訳
)
、
育
支
社
、
ニ

O

0
0
年
。

(
4
)
こ
こ
に
は
、
著
者
が
平
ブ
ソ
ン
と
並
ん
で
尊
敬
し
て
い
た
進
化
論
者
M

・
ギ
i

ス
リ
ン
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ
る
。
(
B
・
s
-

リ

i

ド
、
「
ダ
!
ウ
ィ
ン
進

化
論
の
哲
学
」
吋
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
の
構
想
』
(
佐
々
木
疋
人
・
一
一
一
嶋
博
之
編

訳
)
、
東
京
大
学
出
版
会
、
ニ
O
O

一
年
、
所
収
、
を
参
照
の
こ
と
。
)
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