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特
集
　
卒
業
研
究
最
前
線

平
等
　
文
博

特
集
に
あ
た
っ
て

本
号
は
、
人
間
科
学
部
を
巣
立
つ
学
生
の
卒
業
論
文
特
集
と
し

た
。二

〇
〇
二
年
に
人
間
科
学
部
が
開
設
さ
れ
た
と
き
、
準
備
の
過

程
で
学
部
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
検
討
が
重
ね
ら
れ
た
が
、
そ

の
時
の「
こ
だ
わ
り
」の
一
つ
が「
卒
業
研
究
は
必
修
」で
あ
っ
た
。

当
時
、
他
学
部
は
ど
こ
も
卒
業
研
究
は
必
修
で
な
か
っ
た
。
必
修

と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
卒
業
論
文
が
書
け
な
い
と
卒
業
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
卒
論
の
合
否
判
断
が
ゼ
ミ
指
導
教
員

に
任
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
論
文
で
あ
る
か
ら
に
は
最
低
限
の

質
と
量
が
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
書
け
ず
に
留
年
す
る

学
生
が
何
人
も
出
て
き
た
ら
…
…
、
と
心
配
す
る
声
も
あ
っ
た
。

そ
の
心
配
が
ま
っ
た
く
の
杞
憂
だ
っ
た
と
言
い
切
れ
な
い
現
実

も
確
か
に
あ
る
。
卒
業
研
究
の
テ
ー
マ
探
し
か
ら
始
ま
り
、
問
題

意
識
の
掘
り
下
げ
、
研
究
資
料
や
参
考
文
献
の
検
索
、
ゼ
ミ
で
の

発
表
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
、
手
間
暇
か
け
て
よ
う
や
く
卒

論
下
書
き
の
提
出
に
至
っ
て
も
、
日
本
語
と
し
て
の
文
章
添
削
、

論
理
展
開
や
論
証
等
の
不
十
分
点
の
加
筆
修
正
、
論
文
作
成
の
基

本
ル
ー
ル
の
徹
底
と
い
っ
た
仕
上
げ
の
指
導
に
忙
殺
さ
れ
る
。
ダ

メ
出
し
さ
れ
て
何
度
も
草
稿
に
手
を
入
れ
る
当
の
学
生
に
と
っ
て

も
、
卒
論
作
成
は
最
後
の
大
き
な
試
練
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
、
教
師
と
学
生
の
真
剣
な
応
答
体
験
の
通
過
を
卒
業
の

必
須
要
件
に
し
た
こ
と
は
、大
い
に
意
味
が
あ
っ
た
と
思
う
。「
し

ん
ど
か
っ
た
け
ど
、
卒
論
を
書
い
て
よ
か
っ
た
」
と
い
う
感
想
を

学
生
か
ら
聞
く
と
、
教
師
と
し
て
も
嬉
し
く
思
う
し
、
若
い
学
生

諸
君
が
毎
年
持
ち
込
ん
で
く
る
新
し
い
テ
ー
マ
や
問
題
関
心
か

ら
、
教
師
の
側
も
よ
い
刺
激
を
受
け
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
一
つ
ひ
と
つ
の
卒
業
論
文
に
は
、
人
間
科
学
部

で
各
学
生
が
学
び
考
え
た
エ
ッ
セ
ン
ス
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
も
言

え
る
。
以
下
に
掲
載
す
る
の
は
そ
の
一
部
で
あ
る
が
、
味
読
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
人
間
科
学
部
教
授
）

第１期生からの卒業研究論文集（平等ゼミ）
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特
集
　
卒
業
研
究
最
前
線

廣
瀬　

健
也

野
球
に
お
け
る
イ
ッ
プ
ス
症
状
と
性
格
特
性
の
関
係

１
．
問
題
と
目
的

私
は
高
校
時
代
、
野
球
部
に
所
属
し
て
お
り
、
内
野
手
を
守
っ

て
い
た
が
、送
球
ミ
ス
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
恐
怖
心
か
ら
、

送
球
が
思
う
よ
う
に
で
き
な
く
な
る
“
イ
ッ
プ
ス
”
と
呼
ば
れ

る
症
状
に
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
送
球
に
対
し
て
恐
怖
を
抱
く
よ

う
に
な
り
、
送
球
動
作
に
入
る
と
、
ま
た
送
球
ミ
ス
を
し
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
に
か
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
ひ
ど

い
時
に
は
一
〇
メ
ー
ト
ル
に
も
満
た
な
い
距
離
で
の
キ
ャ
ッ
チ

ボ
ー
ル
で
も
相
手
に
ボ
ー
ル
が
届
か
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
私
は

周
囲
か
ら
イ
ッ
プ
ス
だ
と
指
摘
さ
れ
、
自
分
が
イ
ッ
プ
ス
で
あ
る

こ
と
を
自
覚
し
た
。
当
時
の
私
は
、
イ
ッ
プ
ス
の
原
因
を
技
術
的

な
問
題
と
考
え
て
お
り
、
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
で
送
球
フ
ォ
ー
ム
を

改
善
す
る
練
習
ば
か
り
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
症
状
が
改
善
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

大
学
で
、
ス
ポ
ー
ツ
心
理
学
に
つ
い
て
学
ん
だ
際
に
イ
ッ
プ
ス

の
原
因
が
精
神
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
イ
ッ
プ
ス
と

は
、
外
部
か
ら
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
や
自
分
の
中
で
生
じ
る
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
に
よ
り
、
普
段
は
で
き
て
い
る
運
動
動
作
が
で
き
な
く
な

る
と
い
う
症
状
で
あ
る
（
イ
ッ
プ
ス
研
究
所
ａ
）。
イ
ッ
プ
ス
と

い
う
言
葉
は
ゴ
ル
フ
か
ら
生
ま
れ
、
狭
義
の
意
味
と
し
て
は
、
練

習
で
は
何
で
も
な
い
一
～
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
パ
ッ
ト
が
、
試
合

に
な
る
と
緊
張
の
あ
ま
り
震
え
て
打
て
な
く
な
る
、
あ
る
い
は
筋

肉
が
痙
攣
し
て
カ
ツ
ン
と
強
く
打
っ
て
し
ま
い
、
は
る
か
に
カ
ッ

プ
を
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま
う
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、
広
義
の
意
味

と
し
て
は
、
ア
プ
ロ
ー
チ
、
バ
ン
カ
ー
、
ア
イ
ア
ン
、
ド
ラ
イ
バ
ー
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に
い
た
る
ま
で
、
緊
張
の
あ
ま
り
身
体
が
硬
く
な
っ
て
う
ま
く
打

て
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
田
辺
，2001

）。
イ
ッ
プ
ス
は
、

ゴ
ル
フ
や
野
球
と
い
っ
た
ス
ポ
ー
ツ
以
外
に
も
、
サ
ッ
カ
ー
や
テ

ニ
ス
、
ダ
ー
ツ
等
に
も
症
状
が
現
れ
る
（
イ
ッ
プ
ス
研
究
所
ｂ
）。

イ
ッ
プ
ス
と
い
う
症
状
の
名
前
は
、
プ
ロ
ゴ
ル
フ
ァ
ー
の
ト

ミ
ー
・
ア
ー
マ
ー
（1896-1968

）
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
。

ま
た
、
イ
ッ
プ
ス
（YIPS

）
と
い
う
単
語
は
、
う
め
き
病
と
い

う
意
味
で
あ
る
（
田
辺
，2001

）。

イ
ッ
プ
ス
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
い
る
と
、

イ
ッ
プ
ス
と
性
格
の
関
係
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
が
存
在
し
た
。

先
行
研
究
で
は
、
中
学
生
三
〇
名
、
高
校
生
二
七
名
、
大
学
生

二
四
名
の
計
八
一
名
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
と
Ｙ-

Ｇ
性
格
検
査

用
紙
を
セ
ッ
ト
に
し
て
調
査
を
行
っ
た
（
棚
橋
，2007

）。
そ
の

結
果
、八
一
名
の
う
ち
二
七
名
に
イ
ッ
プ
ス
の
経
験
が
あ
り
、イ
ッ

プ
ス
経
験
者
は
未
経
験
者
に
比
べ
て
、
社
会
的
外
交
性
が
高
い
た

め
、
他
人
の
目
を
気
に
し
、
マ
イ
ナ
ス
思
考
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
原
因
で
イ
ッ
プ
ス
に
な
っ
て
し
ま
う
と
述
べ
て
い
る
。ま
た
、

自
分
の
プ
レ
ー
に
対
し
て
責
任
感
が
強
い
が
ゆ
え
に
、
失
敗
を
深

刻
に
受
け
止
め
思
い
悩
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
選
手
が
イ
ッ
プ
ス
に

な
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
報
告
し
て
い
る
。

ま
た
、
イ
ッ
プ
ス
治
療
を
行
っ
て
い
る
、
ボ
デ
ィ
バ
ラ
ン
ス
整

体
院
の
殖
栗
は
治
療
を
行
う
際
に
、
ア
メ
リ
カ
の
精
神
科
医
エ

リ
ッ
ク
・
バ
ー
ン
が
創
案
し
た
「
交
流
分
析
」
の
理
論
を
導
入
し

て
い
る
。
交
流
分
析
で
は
、
自
分
の
性
格
の
自
我
状
態
を
Ｃ
Ｐ
、

Ｎ
Ｐ
、
Ａ
、
Ｆ
Ｃ
、
Ａ
Ｃ
の
五
つ
に
分
類
し
、
各
自
我
状
態
の
尺

度
を
測
定
す
る
。
そ
の
結
果
か
ら
、
自
分
の
思
考
、
感
情
、
行

動
パ
タ
ー
ン
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
（
野
村
，2006a

）。
Ｃ

Ｐ
（Critical Parent

）
は
、
父
親
的
な
役
割
を
担
う
批
判
的

な
親
の
自
我
状
態
を
表
す
。
Ｎ
Ｐ
（N

urturing Parent

）
は
、

母
親
的
な
役
割
を
担
う
養
育
的
な
親
の
自
我
状
態
を
表
す
。
Ａ

（Adult

）
は
事
実
に
基
づ
き
、
物
事
を
客
観
的
か
つ
論
理
的
に

理
解
し
、
判
断
し
よ
う
と
す
る
自
我
状
態
で
あ
る
。
Ｆ
Ｃ
（Free 

Child

）
は
も
っ
て
生
ま
れ
た
自
然
な
姿
で
あ
る
自
由
な
子
ど
も

の
自
我
状
態
で
あ
る
。
Ａ
Ｃ
（Adapted Child

）
は
親
の
影
響

を
順
応
し
た
子
ど
も
の
自
我
状
態
で
あ
る
（
佐
々
木
，2006

）。

殖
栗
は
、
イ
ッ
プ
ス
患
者
に
は
Ｎ
Ｐ
と
Ａ
Ｃ
の
尺
度
が
強
く
示
さ

れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
Ｎ
Ｐ
は
母
親
的
な
自
我
状
態
で
、
保
護
的

か
つ
心
が
優
し
い
の
で
思
っ
た
こ
と
が
言
え
な
い
と
い
っ
た
依
存

的
な
面
が
あ
る
。
Ａ
Ｃ
は
自
己
否
定
が
出
る
と
失
敗
し
、
の
ち
に

強
く
恐
れ
る
傾
向
が
あ
る
（
殖
栗
，2010

）。
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本
調
査
で
は
、
先
行
研
究
で
報
告
さ
れ
た
よ
う
に
、
イ
ッ
プ
ス

経
験
者
は
、
他
人
の
目
を
よ
く
気
に
す
る
性
格
や
責
任
感
が
強
い

性
格
の
選
手
が
イ
ッ
プ
ス
に
な
り
や
す
い
の
か
、
ま
た
、
殖
栗
が

報
告
し
た
よ
う
に
、
イ
ッ
プ
ス
経
験
者
は
、
Ｎ
Ｐ
と
Ａ
Ｃ
の
尺
度

が
強
く
出
る
の
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、
高
校
球
児
を
対
象
に
、

イ
ッ
プ
ス
症
状
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
と
五
つ
の
自
我
状
態
を
測

定
で
き
る
新
版
Ｔ
Ｅ
Ｇ
Ⅱ
を
セ
ッ
ト
に
し
て
調
査
を
行
っ
た
。

 

２
．
方
法

被
験
者　

高
校
生
八
二
名
（
男
性
八
二
名
，平
均
年
齢17.16±0.81

歳
）

が
調
査
に
参
加
し
た
。

質
問
紙　

自
我
状
態
を
測
定
す
る
テ
ス
ト
と
し
て
新
版
Ｔ
Ｅ
Ｇ
Ⅱ
と
、

イ
ッ
プ
ス
経
験
の
有
無
や
具
体
的
な
イ
ッ
プ
ス
症
状
を
聞
き
出
す

ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
セ
ッ
ト
に
し
て
調
査
を
行
っ
た
。
新
版
Ｔ
Ｅ

Ｇ
Ⅱ
へ
の
回
答
方
法
は
、
一
～
五
二
の
各
質
問
項
目
に
対
し
て
そ

れ
ぞ
れ
、「
は
い
」、「
ど
ち
ら
で
も
な
い
」、「
い
い
え
」
の
中
か

ら
自
分
自
身
に
あ
て
は
ま
る
も
の
を
選
ん
で
も
ら
う
。
尚
、
解
答

後
は
こ
ち
ら
で
結
果
を
算
出
し
、
エ
ゴ
グ
ラ
ム
を
作
成
す
る
。
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
ま
ず
、
被
験
者
の
学
年
、
野
球
の
経
験
年
数
、
主

に
守
っ
て
い
る
守
備
位
置
、
イ
ッ
プ
ス
経
験
の
有
無
を
回
答
し
て

も
ら
う
。
次
に
イ
ッ
プ
ス
経
験
者
に
は
自
由
記
述
式
で
、
イ
ッ
プ

ス
を
経
験
し
た
時
期
と
具
体
的
な
症
状
、
イ
ッ
プ
ス
に
な
っ
た

き
っ
か
け
と
そ
の
時
の
守
備
位
置
、
克
服
方
法
に
つ
い
て
回
答
し

て
も
ら
う
。

手
続
き

あ
ら
か
じ
め
、
野
球
部
の
監
督
さ
ん
に
本
調
査
の
内
容
を
説
明

し
、
新
版
Ｔ
Ｅ
Ｇ
Ⅱ
と
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
の
調
査
セ
ッ
ト
を
人
数

分
渡
し
た
。
そ
の
後
、
監
督
さ
ん
か
ら
部
員
に
本
調
査
の
説
明
を

し
て
も
ら
っ
た
上
で
調
査
セ
ッ
ト
を
監
督
さ
ん
か
ら
部
員
に
渡
し

た
。
部
員
は
一
度
自
宅
に
調
査
セ
ッ
ト
を
持
ち
帰
り
、
回
答
後
、

監
督
さ
ん
に
提
出
し
、
そ
の
後
に
調
査
実
施
者
が
回
答
済
み
の
調

査
セ
ッ
ト
を
回
収
し
た
。

実
施
日
時　

二
〇
一
三
年
（
平
成
二
五
年
）
六
月
下
旬
に
調
査
を
実
施
し
た
。

 
３
．
結
果
と
考
察
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（
１
）
イ
ッ
プ
ス
経
験
の
有
無

イ
ッ
プ
ス
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
結
果
、
回
答
の

あ
っ
た
八
〇
名
中
（
二
名
は
イ
ッ
プ
ス
有
無
の
回
答
な
し
で
あ
っ

た
た
め
除
外
）、
二
一
名
に
イ
ッ
プ
ス
経
験
が
み
ら
れ
た
。
イ
ッ

プ
ス
経
験
者
が
予
想
以
上
に
多
か
っ
た
こ
と
に
驚
い
た
。
ま
た
、

イ
ッ
プ
ス
経
験
者
の
中
に
は
、
イ
ッ
プ
ス
症
状
を
克
服
し
た
選
手

が
一
六
名
、
現
在
も
症
状
が
続
い
て
い
る
選
手
が
五
名
存
在
し
、

予
想
以
上
に
克
服
し
た
選
手
が
多
か
っ
た
。

（
２
）
イ
ッ
プ
ス
の
具
体
的
な
症
状

結
果

具
体
的
な
症
状
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

• 

自
分
の
思
っ
た
と
こ
ろ
に
投
げ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
投
げ

る
こ
と
が
こ
わ
く
な
っ
た

• 

捕
手
か
ら
投
手
に
返
球
す
る
際
、
肘
を
抜
い
て
球
が
抜
け

た
り
、
腕
を
振
る
と
引
っ
か
か
り
、
と
ん
で
も
な
い
ワ
ン

バ
ウ
ン
ド
を
投
げ
て
し
ま
う
。
ど
う
投
げ
た
ら
良
い
か
分

か
ら
な
く
な
る
状
態
。
頭
で
考
え
て
し
ま
っ
て
、
普
段
で

き
る
こ
と
が
全
く
で
き
ず
、
力
の
入
れ
ど
こ
ろ
や
近
い
距

離
の
投
げ
方
な
ど
が
分
か
ら
な
く
な
る
。
心
の
中
で
投
げ

ら
れ
な
い
と
す
ぐ
思
っ
て
し
ま
う

• 

比
較
的
遠
い
距
離
の
送
球
は
問
題
な
く
で
き
る
が
近
距
離

に
な
る
と
送
球
が
不
安
定
に
な
る

• 

近
距
離
の
送
球
が
で
き
な
い
（
同
じ
症
状
の
選
手
が
二
名
）

• 

ボ
ー
ル
が
投
げ
ら
れ
な
く
な
っ
た

• 

ボ
ー
ル
を
投
げ
る
瞬
間
に
指
に
か
か
ら
ず
抜
け
た
り
、
反

対
に
指
に
ひ
っ
か
か
っ
た
り
す
る

• 

外
野
か
ら
カ
ッ
ト
マ
ン
へ
の
送
球
が
で
き
な
い
（
同
じ
症

状
の
選
手
が
二
名
）

• 

送
球
時
に
ラ
ン
ナ
ー
が
見
え
る
と
力
が
抜
け
て
し
ま
う

• 

感
覚
を
失
い
、
腕
が
振
れ
な
く
な
り
、
投
球
フ
ォ
ー
ム
を

崩
し
て
し
ま
っ
た

• 

腕
が
縮
こ
ま
る

• 

体
が
思
う
よ
う
に
動
か
な
い

• 

自
分
が
投
手
の
時
、
打
者
が
立
つ
と
ス
ト
ラ
イ
ク
が
入
ら

な
く
な
る

• 

バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ピ
ッ
チ
ャ
ー
を
し
て
い
た
ら
、
急
に
腕
が

振
れ
な
く
な
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
定
ま
ら
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
、
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ピ
ッ
チ
ャ
ー
の
時
以
外
は
正
常

で
あ
る
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• 

遠
投
な
ど
は
投
げ
ら
れ
る
が
、
バ
ッ
テ
リ
ー
間
の
距
離
を

投
げ
よ
う
と
す
る
と
、
相
手
の
所
に
上
手
く
送
球
で
き
な

い
（
同
じ
症
状
の
選
手
が
二
名
）

• 
ゆ
る
い
ボ
ー
ル
を
投
げ
ら
れ
な
い

• 

ボ
ー
ル
が
上
に
抜
け
る

• 

極
端
に
引
っ
か
か
っ
た
り
、
抜
け
た
り
し
て
、
投
げ
る
の

が
少
し
怖
い

• 

バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ピ
ッ
チ
ャ
ー
を
し
て
い
た
ら
、
急
に
腕
が

振
れ
な
く
な
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
定
ま
ら
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
、
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ピ
ッ
チ
ャ
ー
の
時
以
外
は
正
常

考
察

全
て
の
回
答
が
送
球
に
関
す
る
症
状
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
野

球
に
お
い
て
の
イ
ッ
プ
ス
症
状
は
送
球
に
問
題
が
起
こ
る
可
能
性

が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

近
距
離
の
送
球
や
外
野
か
ら
カ
ッ
ト
マ
ン
へ
の
送
球
、
バ
ッ
テ

リ
ー
間
の
送
球
が
不
安
定
に
な
る
と
い
う
回
答
か
ら
考
え
ら
れ
る

こ
と
は
、
送
球
イ
ッ
プ
ス
に
な
る
と
短
い
距
離
で
細
か
い
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
必
要
と
す
る
送
球
が
困
難
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
相
手

の
捕
球
し
や
す
い
所
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
過
剰
に
思
っ
て

し
ま
い
、
そ
こ
で
、
送
球
ミ
ス
を
す
る
と
更
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

意
識
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
投
球
フ
ォ
ー
ム
を
意
識
し

す
ぎ
て
し
ま
い
、
本
来
の
自
然
な
フ
ォ
ー
ム
を
崩
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
反
対
に
「
遠
距
離
で
の
送
球
は
問
題
な
く
で
き
る
」
と

い
う
回
答
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
遠
距
離
の
送
球
に
は
細
か
い

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
遠
投
で
は
、

遠
距
離
に
い
る
相
手
に
送
球
を
届
け
る
こ
と
が
目
的
に
な
る
た

め
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
へ
の
意
識
は
少
な
く
な
る
。
送
球
を
届
け
る

た
め
に
、
助
走
を
付
け
て
体
全
体
を
使
っ
て
送
球
を
行
う
た
め
、

自
然
な
投
球
フ
ォ
ー
ム
で
の
送
球
が
可
能
に
な
り
、
問
題
な
く
送

球
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
送
球
時
に
ラ
ン
ナ
ー
が
見
え
る
と
力
が
抜
け
て
し
ま
う
」、

「
ピ
ッ
チ
ャ
ー
で
バ
ッ
タ
ー
が
打
席
に
立
つ
と
ス
ト
ラ
イ
ク
が
入

ら
な
く
な
る
」、「
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ピ
ッ
チ
ャ
ー
の
時
だ
け
腕
が
振

れ
ず
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
定
ま
ら
な
い
」
と
い
う
回
答
は
、
特
定

の
環
境
に
置
か
れ
た
場
合
の
時
だ
け
送
球
が
で
き
な
く
な
る
と
い

う
症
状
で
あ
る
。他
の
場
面
に
お
い
て
は
正
常
に
送
球
で
き
る
が
、

特
定
の
環
境
に
置
か
れ
た
場
合
に
の
み
、
普
段
で
き
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
自
分
が
こ
れ
か
ら
行
う
動
作
に
対

す
る
失
敗
の
不
安
か
ら
起
こ
る
予
期
不
安
が
身
体
動
作
に
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
予
期
不
安
が
身
体
動
作
を
硬
直
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さ
せ
、
自
然
な
投
球
フ
ォ
ー
ム
を
崩
し
て
イ
ッ
プ
ス
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。

（
３
）
イ
ッ
プ
ス
に
な
っ
た
き
っ
か
け

結
果

イ
ッ
プ
ス
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

• 

試
合
で
暴
投
を
投
げ
て
か
ら
送
球
が
怖
く
な
っ
た
（
同
内

容
の
回
答
が
二
名
）

• 

し
っ
か
り
投
げ
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
過
ぎ
た
（
同
内

容
の
回
答
が
二
名
）

• 

先
輩
の
足
を
引
っ
張
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
思
い
か
ら

• 

投
げ
過
ぎ
て
い
た

• 

練
習
時
に
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ピ
ッ
チ
ャ
ー
を
し
て
か
ら
（
同

内
容
の
回
答
が
二
名
）

• 

小
学
生
時
、
シ
ョ
ー
ト
を
守
っ
て
い
て
送
球
ミ
ス
を
し
て

試
合
に
負
け
て
怒
ら
れ
た

• 

骨
折
し
て
か
ら

• 

自
分
が
一
年
生
の
時
、
打
撃
練
習
時
に
自
分
は
キ
ャ
ッ

チ
ャ
ー
を
し
て
お
り
、
打
撃
投
手
が
三
年
生
だ
っ
た
。
打

撃
投
手
の
周
囲
に
は
、
打
球
か
ら
身
を
保
護
す
る
ネ
ッ
ト

が
置
か
れ
て
い
て
、
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
か
ら
打
撃
投
手
に
返

球
す
る
際
に
は
、
ネ
ッ
ト
の
位
置
関
係
上
、
非
常
に
狭
い

場
所
に
投
げ
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
ボ
ー
ル
を
置
き
に

い
く
よ
う
に
投
げ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
た
結
果
、
イ
ッ

プ
ス
に
な
っ
た

• 

ピ
ッ
チ
ャ
ー
で
先
輩
に
死
球
を
当
て
て
し
ま
っ
て
か
ら

• 

送
球
ミ
ス
を
し
て
し
ま
い
そ
う
で
怖
い
か
ら

• 

恐
い
先
輩
に
送
球
す
る
の
が
怖
か
っ
た

• 

セ
カ
ン
ド
ゴ
ロ
を
捕
球
後
に
一
塁
に
送
球
す
る
際
、
力
が

抜
け
て
し
ま
い
暴
投
を
投
げ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
か
ら
送

球
す
る
こ
と
が
怖
く
な
っ
た

• 

投
げ
方
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た

• 

先
輩
方
に
す
ご
く
注
意
を
さ
れ
て
か
ら

• 

高
校
に
入
っ
て
か
ら

• 

原
因
は
わ
か
ら
な
い
（
同
内
容
の
回
答
が
二
名
）

考
察

回
答
結
果
の
全
体
を
通
し
て
、
外
部
か
ら
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
や

自
分
の
な
か
で
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
っ
て
送
球
に
対
す
る
不
安

が
生
じ
、
そ
の
結
果
イ
ッ
プ
ス
を
引
き
起
こ
す
ケ
ー
ス
が
多
い
と

言
え
る
。
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「
試
合
で
送
球
ミ
ス
を
し
た
」
や
「
先
輩
の
足
を
引
っ
張
っ
て

は
い
け
な
い
と
い
う
思
い
か
ら
」
な
ど
の
回
答
結
果
か
ら
は
、
自

分
の
犯
し
た
失
敗
が
チ
ー
ム
や
先
輩
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
っ
た

と
捉
え
て
し
ま
い
、
そ
の
責
任
を
感
じ
て
送
球
に
対
し
て
の
予
期

不
安
が
芽
生
え
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ピ
ッ
チ
ャ
ー
を
し
て
」
や
「
恐
い
先
輩
に
送

球
す
る
こ
と
が
怖
か
っ
た
」
な
ど
の
回
答
か
ら
は
、
相
手
か
ら
ど

う
思
わ
れ
る
か
を
過
剰
に
気
に
す
る
こ
と
か
ら
、
送
球
に
対
し
て

不
安
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ

ピ
ッ
チ
ャ
ー
は
バ
ッ
タ
ー
に
打
た
せ
る
と
い
う
役
割
が
あ
る
た

め
、
バ
ッ
タ
ー
が
打
ち
に
く
そ
う
に
し
て
い
た
り
、
凡
打
を
打
っ

て
ば
か
り
の
時
に
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ピ
ッ
チ
ャ
ー
で
あ
る
自
分
が
ど

う
思
わ
れ
て
い
る
か
不
安
に
な
り
、
も
っ
と
良
い
ボ
ー
ル
を
投
げ

よ
う
と
意
識
す
る
。
そ
の
結
果
、
身
体
動
作
が
硬
直
し
、
自
然
な

投
球
フ
ォ
ー
ム
が
崩
れ
て
投
球
が
思
う
よ
う
に
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
相
手
バ
ッ
タ
ー
が
先
輩
の
場
合
は
そ

の
よ
う
な
思
い
を
よ
り
強
く
感
じ
る
た
め
、
投
球
フ
ォ
ー
ム
を
崩

し
や
す
い
。「
恐
い
先
輩
に
送
球
す
る
こ
と
が
怖
か
っ
た
」
と
い

う
回
答
か
ら
は
、
先
輩
へ
の
送
球
が
逸
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
怒

ら
れ
る
、
ま
た
は
自
分
が
嫌
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
怖

心
か
ら
送
球
に
対
し
て
不
安
を
持
っ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
。

も
し
く
は
、
先
輩
へ
の
送
球
ミ
ス
を
し
て
し
ま
い
、
怒
ら
れ
た
経

験
か
ら
そ
の
先
輩
に
対
し
て
送
球
す
る
こ
と
が
怖
く
な
り
、
そ
の

先
輩
へ
送
球
す
る
際
に
予
期
不
安
が
生
じ
、
腕
が
思
い
き
り
振
れ

な
く
な
る
症
状
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

一
方
、
少
数
で
は
あ
る
が
「
投
げ
過
ぎ
」
や
「
骨
折
し
て
か

ら
」
と
い
う
回
答
も
見
ら
れ
た
。「
投
げ
過
ぎ
」
と
答
え
た
選
手

は
投
手
で
あ
り
、
投
球
練
習
を
多
く
繰
り
返
す
中
で
、
一
度
だ
け

い
つ
も
と
違
う
感
覚
で
投
げ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、
い
つ
も
通
り

の
投
球
感
覚
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
骨
折
し
て

か
ら
」
と
回
答
し
た
選
手
の
イ
ッ
プ
ス
症
状
は
「
腕
が
縮
こ
ま
る
」

と
い
う
回
答
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
完
治
し
た
後
も
骨
折
し

た
部
位
を
気
に
か
け
て
送
球
す
る
こ
と
で
腕
が
縮
こ
ま
っ
た
投
球

フ
ォ
ー
ム
に
な
っ
て
し
ま
い
、
自
然
な
フ
ォ
ー
ム
を
崩
し
、
送
球

が
思
う
よ
う
に
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）
克
服
方
法

結
果

克
服
方
法
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

• 

筋
力
ア
ッ
プ
、
思
い
き
り
投
げ
る
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• 

送
球
に
自
信
が
つ
く
ま
で
ス
ロ
ー
イ
ン
グ
の
練
習
を
繰
り

返
し
た

• 
ネ
ッ
ト
に
向
か
っ
て
送
球
を
繰
り
返
し
た

• 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
、
良
い
と
思
っ
た
投
げ
方
を

練
習
し
た
り
、
イ
ッ
プ
ス
に
な
っ
た
人
の
話
を
見
た
り
し

た

• 

送
球
時
に
足
を
使
い
、
思
い
き
っ
て
腕
を
振
る
よ
う
に
し

た

• 

と
に
か
く
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
繰
り
返
し
た

• 

肩
を
強
く
し
た

• 

い
ろ
い
ろ
な
投
げ
方
を
教
え
て
も
ら
っ
た

• 

リ
リ
ー
ス
ポ
イ
ン
ト
を
掴
む
た
め
に
塁
間
を
何
球
も
投
げ

た
。
コ
ー
チ
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
使
っ
た
シ
ャ
ド
ー
ピ
ッ

チ
ン
グ
を
教
え
て
も
ら
っ
た

• 

・
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
で
ス
ラ
イ
ダ
ー
回
転
の
ボ
ー
ル
を
投
げ

た
。
中
学
校
の
時
の
投
球
フ
ォ
ー
ム
を
ビ
デ
オ
で
確
認
し
、

現
在
の
フ
ォ
ー
ム
と
の
違
い
を
見
つ
け
て
修
正
し
た

• 

落
ち
着
い
て
プ
レ
ー
す
る
こ
と
を
心
が
け
た

• 

仲
の
良
い
チ
ー
ム
メ
イ
ト
と
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
し
、
投

げ
方
を
見
て
も
ら
う

• 

自
分
の
投
げ
る
ボ
ー
ル
を
イ
メ
ー
ジ
す
る

• 

先
輩
と
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
し
て
、
思
い
き
り
投
げ
る

• 

何
度
も
暴
投
す
る

• 

体
全
体
を
使
っ
て
投
げ
る

• 

投
げ
方
を
変
え
る

• 

投
手
か
ら
外
野
手
に
転
向

考
察

キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
に
よ
る
練
習
や
投
球
フ
ォ
ー
ム
を
改
善
す
る

こ
と
と
い
っ
た
、
技
術
的
な
面
を
改
善
す
る
練
習
方
法
が
多
く
見

ら
れ
た
。し
た
が
っ
て
、イ
ッ
プ
ス
を
克
服
す
る
に
は
投
球
フ
ォ
ー

ム
を
良
く
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
選
手
が
多
い
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
実
際
、
イ
ッ
プ
ス
に
な
る
と
投
球
フ
ォ
ー
ム
の
ど
こ
か

を
崩
し
て
し
ま
っ
て
い
る
為
、
投
球
フ
ォ
ー
ム
の
改
善
が
イ
ッ
プ

ス
に
対
し
て
効
果
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
自

分
の
投
げ
る
ボ
ー
ル
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
」
や
「
何
度
も
暴
投
す
る
」

の
よ
う
に
心
理
面
に
効
果
を
与
え
る
よ
う
な
克
服
方
法
も
見
ら
れ

た
。
前
者
の
方
法
で
は
、
投
げ
る
前
に
良
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

送
球
す
る
こ
と
で
、
送
球
す
る
前
の
不
安
を
和
ら
げ
る
効
果
が
期

待
で
き
る
。
後
者
の
方
法
で
は
、
故
意
に
暴
投
を
投
げ
る
こ
と
で
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暴
投
へ
の
恐
れ
が
軽
減
し
、
し
っ
か
り
腕
を
振
っ
た
上
で
の
投
球

が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
投
手
か
ら
外
野
手
へ
の
ポ

ジ
シ
ョ
ン
の
転
向
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
て
い
る
選
手
も
存
在
し
た
。

し
か
し
、
外
野
手
に
転
向
す
る
こ
と
で
、
細
か
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

か
ら
解
放
さ
れ
、
自
然
な
フ
ォ
ー
ム
を
取
り
戻
す
こ
と
も
期
待
で

き
る
。

ま
た
、
イ
ッ
プ
ス
を
克
服
で
き
た
選
手
と
そ
う
で
な
い
選
手
の

克
服
方
法
に
つ
い
て
比
較
し
た
が
、
明
確
な
違
い
は
み
ら
れ
な

か
っ
た
。

（
５
）
新
版
Ｔ
Ｅ
Ｇ
Ⅱ
に
よ
る
検
査
結
果

⒜　
群
別
五
つ
の
自
我
状
態
の
各
合
計
得
点
の
平
均
値
の
比
較

　
結
果

Ｔ
Ｅ
Ｇ
検
査
の
回
答
結
果
を
も
と
に
、
全
選
手
の
Ｔ
Ｅ
Ｇ
得
点

を
算
出
し
た
。
イ
ッ
プ
ス
経
験
者
と
未
経
験
者
で
は
、
Ｎ
Ｐ
尺
度

と
Ａ
Ｃ
尺
度
の
各
合
計
得
点
に
差
が
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
た

め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
参
照
し
、
八
〇
名
を
イ
ッ
プ
ス
群
と
非

イ
ッ
プ
ス
群
に
分
け
、
群
別
に
五
つ
の
自
我
状
態
の
合
計
得
点
の

平
均
値
お
よ
び
標
準
偏
差
を
算
出
し
た
（Table 1; Figure 1

）。

そ
の
後
、
群
別
に
五
つ
の
自
我
状
態
の
各
合
計
得
点
の
平
均
値
を

ｔ
検
定
を
用
い
て
比
較
し
た
。
そ
の
結
果
、
ど
の
自
我
状
態
の
平

均
値
に
お
い
て
も
有
意
な
差
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
（CP

：t

（78

）

=1.56 n.s

），（N
P

：t

（78

）=1.16 n.s

），（A

：t

（78

）

=0.74 n.s.

），（FC

：t

（78

）=1.52 n.s.

），（AC

：t

（78

）

=1.47 n.s.

）。

考
察

本
調
査
の
目
的
は
、
イ
ッ
プ
ス
群
の
Ｎ
Ｐ
尺
度
と
Ａ
Ｃ
尺
度
が

非
イ
ッ
プ
ス
群
の
そ
れ
ら
よ
り
高
い
尺
度
を
示
す
の
か
を
検
討
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
調
査
の
結
果
、
両
群
に
お
い
て
Ｎ
Ｐ
尺

度
と
Ａ
Ｃ
尺
度
に
有
意
な
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

Figure 1

で
示
さ
れ
た
よ
う
に
今
回
の
調
査
対
象
者
八
〇
名
に

お
い
て
は
、
イ
ッ
プ
ス
群
の
方
が
非
イ
ッ
プ
ス
群
よ
り
Ｎ
Ｐ
尺
度

と
Ａ
Ｃ
尺
度
が
高
い
結
果
に
な
っ
た
。

⒝
　
パ
タ
ー
ン
分
類

結
果

Ｔ
Ｅ
Ｇ
検
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
各
選
手
の
得
点
を
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
よ
っ
て
、
パ
タ
ー
ン
分
類
す
る
こ
と
で
、
尺
度
同
士
の
相
関
が

性
格
特
性
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
を
検
討
し
た
。ま
ず
、

Ｔ
Ｅ
Ｇ
得
点
を
も
と
に
全
選
手
の
エ
ゴ
グ
ラ
ム
・
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
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を
作
成
し
た
。
そ
の
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
手
の
エ
ゴ
グ
ラ
ム
・
プ

ロ
フ
ィ
ー
ル
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
い
て
パ
タ
ー
ン
分
類
し
た
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
る
分
類
で
は
、
エ
ゴ
グ
ラ
ム
・
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

を
パ
ー
セ
ン
タ
イ
ル
値
を
基
準
に
各
尺
度
を
五
段
階
に
コ
ー
ド
化

し
た
。
コ
ー
ド
１
は
〇
～
五
％
未
満
、
コ
ー
ド
２
は
五
～
二
五
％

未
満
、
コ
ー
ド
３
は
二
五
～
七
五
％
未
満
、
コ
ー
ド
４
は
七
五
～

九
五
％
未
満
、
コ
ー
ド
５
は
九
五
～
一
〇
〇
％
で
あ
る
。
上
記
五

段
階
の
う
ち
、
複
数
の
尺
度
が
同
じ
段
階
に
あ
る
も
の
は
ほ
ぼ
同

程
度
の
心
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
と
考
え
る
。
コ
ー
ド
化
後
の

尺
度
で
棒
グ
ラ
フ
を
描
き
、
そ
の
形
か
ら
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
Ｔ
Ｅ
Ｇ

パ
タ
ー
ン
分
類
よ
り
該
当
す
る
パ
タ
ー
ン
を
同
定
し
た
。
一
つ
の

尺
度
だ
け
が
他
の
尺
度
よ
り
も
高
い
場
合
は
優
位
型
で
あ
る
。
ど

の
尺
度
が
最
も
高
い
か
で
、
Ｃ
Ｐ
優
位
型
、
Ｎ
Ｐ
優
位
型
、
Ａ
優

位
型
、
Ｆ
Ｃ
優
位
型
、
Ａ
Ｃ
優
位
型
の
五
型
に
区
別
し
た
。
次
に
、

一
つ
の
尺
度
だ
け
が
他
の
尺
度
よ
り
も
低
い
場
合
は
低
位
型
で
あ

る
。
ど
の
尺
度
が
最
も
低
い
か
で
、
Ｃ
Ｐ
低
位
型
、
Ｎ
Ｐ
低
位
型
、

Ａ
低
位
型
、
Ｆ
Ｃ
低
位
型
、
Ａ
Ｃ
低
位
型
の
五
型
に
区
別
し
た
。

二
つ
あ
る
い
は
三
つ
の
尺
度
が
同
程
度
に
高
い
あ
る
い
は
低
い
場

合
は
、
混
合
型
に
区
別
し
た
。
パ
タ
ー
ン
の
形
に
よ
っ
て
、
台
形

型
（
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
）、
Ｕ
型
（
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
）、
Ｎ
型
（
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
）、
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逆
Ｎ
型
（
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
）、
Ｍ
型
、
Ｗ
型
の
い
ず
れ
か
に
区
別
し

た
。
五
尺
度
が
全
て
同
程
度
の
場
合
は
平
坦
型
で
あ
り
、
そ
の
位

置
す
る
段
階
に
よ
っ
て
、
高
位
平
坦
型
、
中
位
平
坦
型
、
低
位
平

坦
型
に
区
別
し
た
。
最
後
に
、
Ｃ
Ｐ
と
Ｎ
Ｐ
の
尺
度
が
同
程
度
に

高
い
場
合
を
Ｐ
優
位
型
、
Ｆ
Ｃ
と
Ａ
Ｃ
の
尺
度
が
同
程
度
に
高
い

場
合
を
Ｃ
優
位
型
と
区
別
し
た
。
ま
た
、
上
記
の
作
業
で
分
類
で

き
な
い
場
合
は
も
っ
と
も
近
い
パ
タ
ー
ン
の
亜
型
と
し
た（
野
村
，

2006

）。
以
上
の
作
業
で
本
調
査
参
加
者
の
パ
タ
ー
ン
分
類
を
行

い
、
そ
の
結
果
を
群
別
に
集
計
し
、
降
順
に
並
べ
て
比
較
を
行
っ

た
（Table 2

）。

考
察

Table 2

よ
り
、
イ
ッ
プ
ス
群
、
非
イ
ッ
プ
ス
群
の
上
位
に
位

置
す
る
パ
タ
ー
ン
は
ほ
ぼ
類
似
し
て
い
た
。
参
考
資
料
と
し
て
、

一
般
健
常
者
一
二
二
一
名
、平
均
年
齢32.3

歳（
男
性
六
九
二
名
、

年
齢
の
平
均
と
標
準
偏
差
は34.6±14.6

歳
、
女
性
五
二
九
名
、

年
齢
の
平
均
と
標
準
偏
差
は29.2±13.8

歳
）
に
新
版
Ｔ
Ｅ
Ｇ

Ⅱ
を
用
い
て
調
査
を
行
っ
た
例
が
あ
る
（
吉
内
，2006

）。
そ

の
結
果
、
出
現
頻
度
の
多
い
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
Ａ
Ｃ
優
位
型

（11.5%

）、
Ｃ
Ｐ
優
位
型
（7.5%

）、
Ａ
優
位
型
（6.6%

）、
Ｎ

型
Ⅰ
（6.4%

）、
逆
Ｎ
型
Ⅰ
（6.0%

）、
Ｆ
Ｃ
優
位
型
（5.3%

）

の
順
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
調
査
の
結
果
に
お
い
て
も
吉

内
の
調
査
結
果
と
類
似
し
た
も
の
が
得
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

唯
一
、
吉
内
の
調
査
結
果
と
本
調
査
の
結
果
で
異
な
る
点
は
Ｎ
Ｐ

優
位
型
が
両
群
と
も
に
上
位
パ
タ
ー
ン
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
本
調
査
の
対
象
が
野
球
部
員
で
あ
る
こ
と
が
影
響
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し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。彼
ら
は
団
体
ス
ポ
ー
ツ
の
中
で
、チ
ー

ム
ワ
ー
ク
や
協
調
性
の
大
切
さ
を
学
ん
で
い
る
た
め
、
思
い
や
り

や
優
し
さ
の
自
我
状
態
を
意
味
す
る
Ｎ
Ｐ
の
尺
度
が
高
く
な
っ
て

い
る
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
一
般
健
常
者
を
対
象
と
し
た
吉
内

の
調
査
結
果
と
異
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
調
査
の
パ
タ
ー
ン
分
類
で
両
群
を
比
較
し
た
結
果
、
異
な
る

点
が
み
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
非
イ
ッ
プ
ス
群
に
お
い
て
の
み
、
Ｆ

Ｃ
優
位
型
と
Ｍ
型
が
上
位
パ
タ
ー
ン
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。Ｆ

Ｃ
優
位
型
は
「
自
由
で
陽
気
に
は
し
ゃ
ぐ
好
奇
心
旺
盛
な
明

る
い
人
」で
あ
る（
野
村
，2006b

）。Ｆ
Ｃ
の
尺
度
が
高
い
場
合
は
、

感
情
や
欲
求
を
自
由
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
分
も
楽
し
む

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
同
時
に
、
親
切
で
寛
容
的
な
行
動
や
態
度

を
示
す
Ｎ
Ｐ
や
周
囲
に
適
応
す
る
Ａ
Ｃ
の
尺
度
が
低
い
場
合
は
融

通
が
き
か
ず
、
非
協
調
的
な
性
格
傾
向
が
み
ら
れ
る
（
佐
々
木
，

2006

）。
し
か
し
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
性
格
特
性
は
、
ミ
ス
を
し

て
も
物
事
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
気
持
ち
の
切
り
替
え

が
容
易
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ミ
ス
を
し
た
動

作
に
対
し
て
、
気
持
ち
の
切
り
替
え
が
早
い
た
め
、
予
期
不
安
を

抱
き
に
く
い
。
そ
の
た
め
、
イ
ッ
プ
ス
症
状
を
引
き
起
こ
し
に
く

い
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｍ
型
は
Ｎ
Ｐ
と
Ｆ
Ｃ
の
尺
度
が
同
程
度
に
強
く
、
Ｃ
Ｐ
、
Ａ
、

Ａ
Ｃ
の
尺
度
が
相
対
的
に
低
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
の

性
格
特
性
は
「
人
に
優
し
く
世
話
や
き
で
面
倒
見
が
よ
い
と
同
時

に
、
陽
気
に
は
し
ゃ
い
で
自
分
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
い

う
特
徴
が
あ
る（
野
村
，2006b

）。
Ｎ
Ｐ
が
高
い
場
合
の
特
徴
は
、

「
他
者
を
受
容
し
、
強
要
せ
ず
、
思
い
や
り
が
あ
る
」
と
い
う
面

を
持
つ
。
た
だ
、
責
任
感
を
発
揮
す
る
Ｃ
Ｐ
や
物
事
を
客
観
的
か

つ
論
理
的
に
判
断
す
る
Ａ
が
低
す
ぎ
る
と
社
会
の
ル
ー
ル
や
規
則

を
無
視
し
て
気
分
の
向
く
ま
ま
に
突
っ
走
る
こ
と
が
あ
る（
野
村
，

2006b

）。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
Ｆ
Ｃ
が
高
い
た
め
、
Ｆ
Ｃ
優
位
型

と
同
じ
で
自
分
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
ミ
ス
を

し
て
も
気
持
ち
の
切
り
替
え
が
容
易
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、イ
ッ

プ
ス
を
引
き
起
こ
し
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
結
果
か
ら
、
イ
ッ
プ
ス
を
引
き
起
こ
し
に
く
い
性
格
特

性
と
し
て
Ｆ
Ｃ
の
尺
度
が
高
い
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。Table 2

の
イ
ッ
プ
ス
群
に
は
、
Ｆ
Ｃ
優
位
型
が
存
在
し

て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
Ｆ
Ｃ
が
イ
ッ
プ
ス
に
関
係
し
て
い
る
可
能

性
は
高
い
。
ま
た
、Figure 1

に
お
い
て
も
非
イ
ッ
プ
ス
群
の

Ｆ
Ｃ
尺
度
は
イ
ッ
プ
ス
群
の
そ
れ
よ
り
高
い
尺
度
を
示
し
て
い
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た
。⒞　

ク
ラ
ス
タ
ー
分
析

結
果

パ
タ
ー
ン
分
類
で
尺
度
同
士
の
相
関
を
検
討
し
た
が
、
パ
タ
ー

ン
分
類
で
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
い
た
パ
タ
ー
ン
分
け
で
あ
る
た

め
、
各
尺
度
を
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
、
パ
タ
ー
ン
分
類
で
コ
ー
ド
化
し
た
数
値
に
ク
ラ
ス
タ
ー
分
析

を
行
い
、
調
査
対
象
者
を
一
九
種
類
の
ク
ラ
ス
タ
ー
に
分
類
し
た

（Figure 2

）。
さ
ら
に
、
一
九
種
類
に
分
類
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
を

イ
ッ
プ
ス
群
と
非
イ
ッ
プ
ス
群
に
分
け
た（Table 3

）。
そ
し
て
、

イ
ッ
プ
ス
経
験
者
が
多
数
存
在
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
と
非
イ
ッ
プ
ス

経
験
者
が
多
数
存
在
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
をFigure 2

と
コ
ー
ド

化
し
た
数
値
を
参
照
し
、
性
格
特
性
を
検
討
し
た
。
イ
ッ
プ
ス
経

験
者
が
多
数
存
在
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
は
、１
、 

４
、 
６
、14
で
あ
っ

た
。一
方
で
、非
イ
ッ
プ
ス
経
験
者
が
多
数
存
在
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー

は
、
２
、
15
、
17
で
あ
っ
た
。

考
察

先
行
研
究
で
示
さ
れ
て
い
た
イ
ッ
プ
ス
に
な
り
や
す
い
性
格

は
、「
責
任
感
が
強
い
、
他
人
の
目
を
よ
く
気
に
す
る
」
と
「
Ｎ

Ｐ
と
Ａ
Ｃ
の
尺
度
が
高
い
」
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
ス
タ
ー
分
析
の
結
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果
か
ら
、
イ
ッ
プ
ス
経
験
者
が
多
数
存
在
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
に

は
、
先
行
研
究
で
示
さ
れ
た
イ
ッ
プ
ス
に
な
り
や
す
い
性
格
特
性

と
は
異
な
る
も
の
も
み
ら
れ
た
。
イ
ッ
プ
ス
経
験
者
が
多
数
存
在

し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
で
は
、
先
行
研
究
と
同
様
に
Ｎ
Ｐ
と
Ａ
Ｃ
の
両

尺
度
が
高
い
選
手
も
い
た
が
、
Ｎ
Ｐ
か
Ａ
Ｃ
の
ど
ち
ら
か
一
方
の

み
が
高
い
選
手
も
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
Ｎ
Ｐ
や
Ａ
Ｃ
の
高
さ
に

加
え
て
、
Ｃ
Ｐ
が
高
い
、
も
し
く
は
Ｆ
Ｃ
が
低
い
と
い
っ
た
特
徴

が
み
ら
れ
た
。
一
方
で
、
非
イ
ッ
プ
ス
経
験
者
が
多
数
存
在
し
た

ク
ラ
ス
タ
ー
で
は
、
Ｎ
Ｐ
も
し
く
は
Ａ
Ｃ
が
高
い
う
え
に
、
イ
ッ

プ
ス
経
験
者
が
多
数
存
在
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
と
は
反
対
に
Ｃ
Ｐ
が

低
い
、
も
し
く
は
Ｆ
Ｃ
が
高
い
場
合
が
み
ら
れ
た
。
Ｎ
Ｐ
や
Ａ
Ｃ

の
尺
度
が
高
い
と
同
時
に
Ｃ
Ｐ
や
Ｆ
Ｃ
の
尺
度
が
、
イ
ッ
プ
ス
に

か
か
り
や
す
い
性
格
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

こ
こ
か
ら
は
、
イ
ッ
プ
ス
経
験
者
が
多
数
存
在
し
た
ク
ラ
ス

タ
ー
と
非
イ
ッ
プ
ス
経
験
者
が
多
数
存
在
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
の
性

格
特
性
を
述
べ
た
い
。

ま
ず
は
、
イ
ッ
プ
ス
経
験
者
が
多
数
存
在
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
の

特
徴
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
ク
ラ
ス
タ
ー
１
、 

４
、 

６
、
14
が
該

当
す
る
。

ク
ラ
ス
タ
ー
１
の
特
徴
は
、
全
員
の
Ｃ
Ｐ
と
Ｎ
Ｐ
の
尺
度
が

コ
ー
ド
４
、 

５
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
自
我
状
態
の

尺
度
は
平
均
的
で
あ
っ
た
。
Ｃ
Ｐ
の
尺
度
が
高
い
場
合
の
性
格
特

性
は
、「
目
標
が
高
く
、
理
想
を
追
求
し
、
自
他
と
も
に
厳
し
く
、

責
任
感
が
強
い
」
で
あ
る
（
佐
々
木
，2006

）。
Ｎ
Ｐ
の
尺
度
が

高
い
場
合
の
性
格
特
性
は
、「
思
い
や
り
が
あ
る
、
人
に
温
か
く

接
し
親
し
み
や
す
い
、他
人
の
世
話
を
よ
く
や
く
」
で
あ
る
（
佐
々

木
，2006

）。
こ
の
場
合
の
性
格
特
性
は
、
責
任
感
の
強
さ
や
思

い
や
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
分
の
ミ
ス
に
対
し
て
人
一
倍
に
責

任
を
感
じ
、周
囲
に
対
し
て
申
し
訳
な
い
と
強
く
思
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
結
果
、
次
に
同
じ
動
作
を
す
る
時
に
は
「
ま
た
ミ
ス
を
し
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
予
期
不
安
が
起
き
、
そ
こ
か
ら

身
体
動
作
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
身
体
動
作
が

硬
く
な
り
、普
段
で
き
る
動
作
が
で
き
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
の
イ
ッ
プ
ス
経
験
者
が
症
状
を
引
き
起
こ
し
た

き
っ
か
け
に
は
、「
ち
ゃ
ん
と
投
げ
な
い
と
と
、
思
い
過
ぎ
て
精

神
的
に
な
っ
た
」、「
先
輩
達
の
足
を
引
っ
張
っ
て
は
だ
め
と
い
う

気
持
ち
か
ら
」、「
し
っ
か
り
投
げ
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
心
の

焦
り
」
と
い
っ
た
責
任
感
の
強
さ
が
う
か
が
え
る
回
答
が
み
ら
れ

た
。
し
た
が
っ
て
、
過
度
の
責
任
感
の
強
さ
や
思
い
や
り
は
イ
ッ

プ
ス
を
引
き
起
こ
し
や
す
い
性
格
特
性
で
あ
る
と
い
え
る
。
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ク
ラ
ス
タ
ー
４
の
特
徴
は
、
Ｎ
Ｐ
と
Ａ
Ｃ
の
尺
度
が
高
い
こ
と

で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
ク
ラ
ス
タ
ー
は
先
行
研
究
で
示
さ
れ
た
結
果

と
同
様
で
あ
る
。
Ｎ
Ｐ
は
コ
ー
ド
４
、 

５
の
選
手
が
み
ら
れ
、
Ａ

Ｃ
は
全
員
が
コ
ー
ド
４
を
示
し
た
。
Ｃ
Ｐ
と
Ｆ
Ｃ
の
尺
度
は
平
均

的
で
、
Ａ
の
尺
度
は
全
員
が
コ
ー
ド
２
で
あ
っ
た
。
Ａ
Ｃ
の
尺
度

が
高
い
場
合
の
性
格
特
性
は
、「
従
順
で
他
人
に
依
存
し
、
他
人

の
意
見
に
流
さ
れ
や
す
い
。
他
人
の
評
価
を
気
に
す
る
。
劣
等
感

を
持
ち
や
す
い
」と
い
う
マ
イ
ナ
ス
面
が
あ
る
。
プ
ラ
ス
面
で
は
、

「
協
調
性
、
忍
耐
強
さ
、
他
人
に
対
す
る
寛
大
さ
」
が
あ
る
（
野

村
，2006

）。
Ｎ
Ｐ
と
Ａ
Ｃ
の
尺
度
が
高
い
場
合
の
性
格
特
性
は
、

思
い
や
り
が
あ
る
の
で
自
分
の
ミ
ス
で
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
て
し

ま
う
こ
と
に
対
し
、強
く
申
し
訳
な
い
と
感
じ
て
し
ま
う
。
ま
た
、

他
人
の
評
価
を
気
に
し
て
し
ま
い
、
自
分
の
価
値
を
低
く
思
っ
て

し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、
ミ
ス
を
し
て
し
ま

う
と
マ
イ
ナ
ス
思
考
に
陥
り
、
ミ
ス
に
対
す
る
予
期
不
安
が
起

こ
っ
て
し
ま
う
。そ
の
予
期
不
安
が
動
作
に
影
響
を
及
ぼ
し
、イ
ッ

プ
ス
を
引
き
起
こ
す
と
考
え
ら
れ
る
。Ａ
の
尺
度
が
低
い
場
合
は
、

「
事
実
に
基
づ
い
て
合
理
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
で
混
乱
し

や
す
い
、
感
情
に
基
づ
い
た
判
断
を
す
る
の
で
、
現
実
認
識
が
歪

む
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
性
質
が
あ
る
（
佐
々
木
，2006

）。
し

か
し
、
本
調
査
対
象
者
は
高
校
生
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

合
理
的
な
現
実
検
討
能
力
は
十
分
に
備
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
た
め
、
Ａ
の
尺
度
は
性
格
特
性
の
判
断
基
準
か
ら
外

す
こ
と
と
し
た
。

ク
ラ
ス
タ
ー
６
の
特
徴
は
、
Ｎ
Ｐ
が
他
の
自
我
状
態
の
尺
度
よ

り
も
高
い
こ
と
で
あ
る
。
他
の
自
我
状
態
の
尺
度
は
平
均
的
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
の
性
格
特
性
は
面
倒
見
が

よ
く
て
思
い
や
り
が
あ
る
と
い
う
性
格
で
あ
る
。
他
の
自
我
状
態

の
尺
度
が
平
均
的
で
あ
る
た
め
、
責
任
感
も
あ
る
の
で
、
優
し
く

て
頼
り
に
な
る
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
適
当
に
楽
し
み
、
周
囲
に

迎
合
す
る
力
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
（
和
田
，1995

）。
以
上
の

よ
う
な
性
格
特
性
で
あ
る
た
め
、こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
に
お
い
て
は
、

特
に
イ
ッ
プ
ス
に
な
り
や
す
い
性
格
特
性
と
は
い
え
な
い
。

ク
ラ
ス
タ
ー
14
の
特
徴
は
、
Ｆ
Ｃ
が
低
く
、
Ａ
Ｃ
が
高
い
尺
度

を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
自
我
状
態
の
尺
度
は
平
均
的

で
あ
っ
た
。Ｆ
Ｃ
が
低
い
場
合
の
性
格
特
性
は
、「
感
情
を
抑
制
し
、

素
直
に
表
現
で
き
な
い
た
め
、物
事
を
楽
し
め
な
い
。
消
極
的
で
、

気
分
が
暗
く
、
沈
み
が
ち
」
で
あ
る
（
佐
々
木
，2006

）。
Ｆ
Ｃ

の
尺
度
が
低
く
、
Ａ
Ｃ
の
尺
度
が
高
い
場
合
の
特
徴
は
、
自
分
の

ミ
ス
か
ら
自
分
の
評
価
を
下
げ
、
他
人
の
評
価
を
気
に
し
て
マ
イ
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ナ
ス
思
考
に
陥
る
。
さ
ら
に
、
物
事
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
な
い

た
め
、
自
分
の
ミ
ス
を
悔
や
む
気
持
ち
を
切
り
替
え
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ミ
ス
を
い
つ
ま
で
も
引
き
ず
っ
て
し

ま
う
た
め
、
再
び
同
じ
動
作
を
行
う
際
に
ミ
ス
に
対
す
る
予
期
不

安
を
起
こ
し
て
し
ま
う
。
予
期
不
安
に
よ
っ
て
身
体
動
作
が
硬
直

し
、
本
来
の
自
然
な
動
き
を
崩
し
て
し
ま
い
、
イ
ッ
プ
ス
に
か
か

る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
非
イ
ッ
プ
ス
経
験
者
が
多
数
存
在
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
の

特
徴
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
ク
ラ
ス
タ
ー
２
、 

15
、 

17
が
該
当
す

る
。ク

ラ
ス
タ
ー
２
の
特
徴
は
、
Ｎ
Ｐ
と
Ｆ
Ｃ
の
尺
度
が
高
い
こ
と

で
あ
る
。
他
の
自
我
状
態
は
平
均
的
で
あ
っ
た
。
Ｆ
Ｃ
が
高
い
場

合
の
性
格
特
性
の
プ
ラ
ス
面
は
、「
直
観
的
で
行
動
的
で
あ
る
。

の
び
の
び
と
振
る
舞
い
、
自
分
の
感
情
を
素
直
に
表
現
で
き
る
。

好
奇
心
、積
極
性
、創
造
性
に
富
む
。」
で
あ
る
。
マ
イ
ナ
ス
面
は
、

「
自
分
勝
手
で
行
動
の
制
御
が
で
き
ず
、
他
人
へ
の
配
慮
に
欠
け

る
。」
で
あ
る
（
佐
々
木
，2006

）。
以
上
か
ら
、こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー

の
性
格
特
性
は
、
人
に
優
し
く
世
話
や
き
で
面
倒
見
が
よ
く
、
陽

気
に
は
し
ゃ
い
で
自
分
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。し
た
が
っ
て
、

ミ
ス
を
し
て
も
そ
れ
を
悔
や
む
気
持
ち
を
切
り
替
え
て
、
前
向
き

に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
イ
ッ
プ
ス
に
陥
り
に
く

い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ｃ
Ｐ
、
Ａ
、
Ａ
Ｃ
の
尺
度
が
平
均
的

で
あ
る
の
で
、
共
感
性
が
あ
り
、
自
己
主
張
も
で
き
、
責
任
感
が

あ
り
、
現
実
検
討
が
で
き
る
。

ク
ラ
ス
タ
ー
15
の
特
徴
は
、
Ｃ
Ｐ
の
尺
度
が
低
く
Ａ
Ｃ
が
高
い

尺
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｃ
Ｐ
が
低
い
場
合
の
性
格
特

性
は
、「
自
他
と
も
に
高
い
要
求
を
し
な
い
、
責
任
感
や
倫
理
感

に
乏
し
い
」
と
い
っ
た
性
質
が
あ
る
（
佐
々
木
，2006

）。
Ｃ
Ｐ

が
低
く
、
Ａ
Ｃ
が
高
い
こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
の
特
徴
は
、
周
囲
に
依

存
し
自
分
の
判
断
で
行
動
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
責
任
感
や
倫
理

感
が
欠
け
る
性
格
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
責
任
を
感

じ
な
い
た
め
、
ミ
ス
を
し
て
も
引
き
ず
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
た

め
、
ミ
ス
を
し
た
動
作
に
対
し
て
予
期
不
安
が
起
き
に
く
い
の
で

イ
ッ
プ
ス
に
な
り
に
く
い
性
格
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ク
ラ
ス
タ
ー
17
の
特
徴
は
、
Ａ
の
尺
度
が
低
く
、
他
の
尺
度
は

ほ
ぼ
平
均
的
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
ス
タ
ー
４
の
特
徴
で
も
述
べ
た
よ

う
に
Ａ
の
尺
度
で
は
性
格
特
性
を
判
断
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
こ

の
ク
ラ
ス
タ
ー
は
全
体
的
に
尺
度
が
平
均
的
な
値
を
示
し
て
い

た
。
し
か
し
、
全
て
の
自
我
状
態
の
尺
度
が
コ
ー
ド
３
で
あ
る
ク

ラ
ス
タ
ー
11
に
お
い
て
は
、
七
名
の
う
ち
二
名
が
イ
ッ
プ
ス
経
験
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者
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
周
り
の
環
境
や
何
か
の
出
来
事
に

よ
っ
て
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
か
り
、
イ
ッ
プ
ス
症
状
を
引
き
起
こ

す
可
能
性
は
あ
る
と
い
え
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ク
ラ
ス
タ
ー

17
が
イ
ッ
プ
ス
に
な
り
に
く
い
性
格
特
性
で
あ
る
と
は
い
え
な

い
。イ

ッ
プ
ス
経
験
者
が
多
い
ク
ラ
ス
タ
ー
と
未
経
験
者
が
多
い
ク

ラ
ス
タ
ー
を
比
較
し
た
結
果
、
イ
ッ
プ
ス
に
か
か
り
や
す
い
性
格

に
は
Ｎ
Ｐ
と
Ａ
Ｃ
の
尺
度
が
深
い
関
わ
り
を
持
ち
、
こ
れ
ら
に
関

連
し
て
Ｃ
Ｐ
や
Ｆ
Ｃ
の
尺
度
の
高
低
に
よ
っ
て
イ
ッ
プ
ス
に
か
か

り
や
す
い
性
格
と
か
か
り
に
く
い
性
格
に
分
か
れ
る
こ
と
が
理
解

で
き
た
。
イ
ッ
プ
ス
経
験
者
が
多
い
ク
ラ
ス
タ
ー
に
は
必
ず
Ｎ
Ｐ

も
し
く
は
Ａ
Ｃ
の
尺
度
が
高
い
、
も
し
く
は
そ
の
両
方
が
高
か
っ

た
。
こ
れ
に
Ｃ
Ｐ
の
尺
度
の
高
さ
、
あ
る
い
は
Ｆ
Ｃ
の
尺
度
の
低

さ
が
関
連
し
、
イ
ッ
プ
ス
に
か
か
り
や
す
い
性
格
特
性
を
作
り
出

す
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
、イ
ッ
プ
ス
に
な
り
に
く
い
ク
ラ
ス
タ
ー
に
お
い
て
も
、

Ｎ
Ｐ
や
Ａ
Ｃ
の
尺
度
が
高
い
ク
ラ
ス
タ
ー
も
存
在
し
た
が
、
そ

れ
ら
に
Ｃ
Ｐ
の
尺
度
の
低
さ
や
Ｆ
Ｃ
の
尺
度
の
高
さ
が
関
連
し
、

イ
ッ
プ
ス
に
か
か
り
に
く
い
性
格
特
性
を
作
り
出
す
と
考
え
ら
れ

る
。

つ
ま
り
、
イ
ッ
プ
ス
に
は
Ｎ
Ｐ
や
Ａ
Ｃ
の
尺
度
が
高
い
こ
と
に

関
連
し
て
、
Ｃ
Ｐ
や
Ｆ
Ｃ
の
尺
度
が
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。

 

４
．
ま
と
め

本
調
査
の
結
果
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
野
球
に
お
け
る
イ
ッ
プ

ス
が
ど
う
い
っ
た
症
状
で
あ
る
か
を
掴
む
こ
と
が
で
き
た
。
野
球

に
お
け
る
イ
ッ
プ
ス
は
送
球
に
問
題
が
起
こ
る
可
能
性
が
高
く
、

症
状
を
引
き
起
こ
す
き
っ
か
け
は
過
去
の
送
球
ミ
ス
に
よ
る
苦
い

経
験
や
上
下
関
係
等
の
周
囲
の
環
境
が
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
な
り
、

症
状
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
克
服
方
法
に
お

い
て
は
技
術
面
の
練
習
を
行
っ
た
選
手
が
多
く
、
イ
ッ
プ
ス
を
克

服
し
て
い
る
選
手
が
多
か
っ
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
。

新
版
Ｔ
Ｅ
Ｇ
Ⅱ
で
の
本
調
査
結
果
に
お
い
て
、
先
行
研
究
の
結

果
は
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
調
査
対
象
者
の
イ
ッ
プ

ス
経
験
者
に
お
い
て
は
先
行
研
究
の
結
果
に
少
な
か
ら
ず
近
い
結

果
が
得
ら
れ
た
。Figure 1

で
は
、
イ
ッ
プ
ス
群
の
Ｎ
Ｐ
と
Ａ

Ｃ
の
尺
度
が
非
イ
ッ
プ
ス
群
よ
り
高
か
っ
た
。
ク
ラ
ス
タ
ー
分
析

の
結
果
、イ
ッ
プ
ス
経
験
者
が
多
数
存
在
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
で
は
、
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Ｎ
Ｐ
と
Ａ
Ｃ
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
尺
度
が
高
い
、
ま
た
は
両
方
が

高
く
、
そ
れ
ら
に
関
連
し
て
、
Ｃ
Ｐ
の
尺
度
が
高
い
こ
と
や
Ｆ
Ｃ

の
尺
度
が
低
い
こ
と
に
よ
り
、
イ
ッ
プ
ス
に
か
か
り
や
す
い
性
格

特
性
を
作
り
出
す
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
一
方
で
、
非
イ
ッ
プ
ス

経
験
者
が
多
数
存
在
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
で
は
、
Ｎ
Ｐ
や
Ａ
Ｃ
の
尺

度
が
高
い
場
合
も
み
ら
れ
た
が
、
イ
ッ
プ
ス
経
験
者
と
は
反
対
に

Ｃ
Ｐ
が
低
く
、
Ｆ
Ｃ
が
高
い
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
た
。
イ
ッ
プ

ス
と
性
格
の
関
連
に
お
い
て
は
、
Ｎ
Ｐ
や
Ａ
Ｃ
の
尺
度
に
加
え
、

Ｃ
Ｐ
や
Ｆ
Ｃ
の
尺
度
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
た
。
個
人

的
に
納
得
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
Ｆ
Ｃ
の
尺
度
が
イ
ッ
プ
ス
に
関
係

し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
私
自
身
も
イ
ッ
プ
ス
経
験
者
で
あ
る
の

で
、
自
分
の
性
格
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
物
事
を
楽

し
む
こ
と
が
あ
ま
り
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。
私

が
回
答
し
た
Ｔ
Ｅ
Ｇ
得
点
で
も
、
や
は
り
Ｆ
Ｃ
の
尺
度
は
低
か
っ

た
。今

後
の
指
導
法
と
し
て
は
、
選
手
自
身
が
自
分
の
性
格
に
つ
い

て
客
観
的
に
見
つ
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
う
。
ア
ン
ケ
ー

ト
の
克
服
方
法
で
は
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
や
ネ
ッ
ト
に
向
か
っ
て
の

送
球
練
習
、
投
球
フ
ォ
ー
ム
を
改
善
す
る
練
習
が
多
か
っ
た
。
高

校
生
の
段
階
で
自
分
の
性
格
を
客
観
視
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い

と
思
う
が
、
自
分
の
性
格
を
客
観
的
に
知
る
こ
と
は
選
手
と
し
て

も
、
ま
た
今
後
の
人
生
に
お
い
て
も
プ
ラ
ス
に
な
る
。
私
自
身
も

新
版
Ｔ
Ｅ
Ｇ
Ⅱ
に
出
会
い
、
自
分
の
性
格
を
客
観
視
で
き
た
こ
と

で
、
精
神
面
の
改
善
に
大
き
く
役
立
っ
た
。
そ
の
結
果
、
イ
ッ
プ

ス
症
状
は
落
ち
着
き
、
日
常
に
お
い
て
も
精
神
面
で
の
成
長
を
感

じ
て
い
る
。
是
非
、
自
分
の
性
格
に
つ
い
て
客
観
的
に
見
つ
め
る

機
会
を
持
っ
て
欲
し
い
。

ま
た
、
本
調
査
を
通
じ
て
イ
ッ
プ
ス
に
な
り
や
す
い
性
格
傾
向

を
掴
む
こ
と
は
で
き
た
が
、
そ
の
よ
う
な
性
格
を
は
っ
き
り
と
断

定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
感
じ
た
。
人
間
の
性
格
と
は
、

多
種
多
様
で
複
雑
な
も
の
あ
り
、
簡
単
に
解
釈
で
き
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
謝
辞
）
本
調
査
実
施
に
あ
た
り
、
お
忙
し
い
中
多
大
な
る
ご

協
力
を
頂
い
た
選
手
の
皆
様
な
ら
び
に
監
督
様
に
深
く
感
謝
申
し

あ
げ
ま
す
。
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特
集
　
卒
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研
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前
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下
田　

圭
亮

新
西　

一
誠

野
球
の
打
撃
動
作
の
解
析

―
床
反
力
か
ら
見
た
経
験
者
と
未
経
験
者
の
差
異
―

一
．
ま
え
が
き

野
球
の
打
撃
動
作
は
全
身
の
各
関
節
が
連
動
し
な
が
ら
遂
行
さ

れ
る
高
度
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
た
動
作
で
あ
る[1]

。
打
者

は
筋
収
縮
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
体
幹
の
回
転
運
動
を
上
肢

に
伝
達
す
る
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
、
地
面
反
力
を
利
用
し
て
得
ら

れ
る
運
動
量
を
バ
ッ
ト
に
伝
え
る
こ
と
で
強
い
打
球
を
打
つ
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
高
木
ら[2]

は
バ
ッ
ト
に
大
き
な
運
動
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
伝
え
る
に
は
上
半
身
の
回
転
速
度
を
速
く
す
る
必
要
が

あ
り
、
上
半
身
の
回
転
を
生
み
出
す
下
肢
の
働
き
が
重
要
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。

金
堀
ら[3]

は
、
被
験
者
を
指
導
者
の
主
観
的
評
価
に
よ
っ
て

最
も
打
撃
の
優
れ
て
い
る
群(FG

群)

と
そ
れ
に
準
じ
て
打
撃
が

優
れ
て
い
る
群(SG

群)

に
分
け
、
三
次
元
動
作
解
析
装
置
を
用

い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
身
体
重
心
の
移
動
距
離
に
お
い

て
、FG

群
はStep

局
面
で
最
も
大
き
く
変
位
し
た
が
、SG

群

はApproach

局
面
で
最
も
大
き
く
変
位
す
る
こ
と
を
報
告
し

て
い
る
。
そ
の
他
の
打
撃
動
作
に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
、
床
反

力(

地
面
反
力)

を
比
較
、
検
討
し
た
も
の[4-7]

、
身
体
の
重

心
移
動
や
回
転
運
動
に
着
目
し
た
も
の[8-10]

な
ど
が
あ
る
が
、

打
撃
動
作
の
各
局
面
に
つ
い
て
、
経
験
者
と
未
経
験
者
を
比
較
検

討
し
た
報
告
は
少
な
い
。

現
在
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
種
目
か
ら
野
球
が
な
く
な
り
、
そ
れ
に

反
比
例
す
る
か
の
様
に
野
球
に
興
味
を
示
す
子
ど
も
が
減
っ
て
い
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る
様
に
思
わ
れ
る
。
子
ど
も
達
が
学
校
体
育
や
部
活
動
な
ど
の
限

ら
れ
た
時
間
の
中
で
野
球
の
楽
し
さ
、
達
成
感
な
ど
を
効
率
よ
く

経
験
す
る
こ
と
が
、野
球
競
技
者
の
増
加
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

子
ど
も
を
野
球
好
き
に
す
る
具
体
的
な
方
法
の
ひ
と
つ
は
、
ヒ
ッ

ト
や
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
た
く
さ
ん
打
て
る
攻
撃
の
要
と
し
て
活
躍
で

き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
打
撃
動
作
の
局
面
に
お
け

る
適
切
な
指
導
を
行
う
こ
と
が
指
導
者
に
求
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
野
球
経
験
者
と
未
経
験
者
の
打
撃
動
作

に
お
け
る
床
反
力
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
。
本
研
究
に
よ
り
、
未
経
験
者
を
指
導
す
る
際
に
、
効
果
的
な

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
方
法
な
ら
び
に
打
撃
動
作
を
改
善
す
る
方
法
を
考

案
す
る
た
め
の
基
礎
的
資
料
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
．
方
法

二
．
一　
被
験
者

健
常
な
男
子
大
学
生
で
野
球
経
験
者
五
名
（
経
験
群
）
と
野
球

未
経
験
者
五
名
（
未
経
験
群
）
を
被
験
者
と
し
た
。
い
ず
れ
の
被

験
者
も
右
打
ち
で
あ
っ
た
。
経
験
群
は
五
年
以
上
に
わ
た
り
学
校

の
部
活
動
と
し
て
野
球
競
技
者
で
あ
っ
た
者
と
し
た
。
実
験
に
先

立
っ
て
被
験
者
に
は
研
究
の
趣
旨
を
十
分
に
説
明
し
、
参
加
す
る

こ
と
に
同
意
を
得
た
。
被
験

者
の
身
体
的
特
徴
を
表
１
に

示
し
た
。

二
．
二　
測
定
方
法

被
験
者
に
は
打
撃
動
作
を

三
回
行
わ
せ
た
。
具
体
的
に

は
、
写
真
１
に
示
す
よ
う

にForce Plate

（Kistler

社
製
）
を
二
枚
縦
に
並
べ
、

被
験
者
に
は
、
一
枚
目
の

Force Plate

に
軸
足
を
置

き
、
二
枚
目
に
踏
み
込
み
足

(

以
後
、
踏
込
足)

を
置
く

よ
う
に
指
示
し
、
床
反
力
の

測
定
を
行
っ
た
。
こ
の
状
態

で
、被
験
者
に
は
、バ
ッ
テ
ィ

ン
グ
テ
ィ
ー(

以
後
、BT

と
略
す)

に
固
定
し
た
軟
式
ボ
ー
ル

Ｂ
球
を
ネ
ッ
ト
に
向
か
っ
て
打
つ
動
作
を
行
わ
せ
た
。

 
年齢（歳） 身長（㎝） 体重（㎏） 年齢（歳） 身長（㎝） 体重（㎏）

1 21 175 73 20 175 78.6
2 21 173 74.8 21 166 48.4
3 20 169 84.2 19 166 52.3
4 21 173 59.8 19 163 49
5 19 176 65 19 170 60.6

平均±SD 20.4±0.80 173.2±2.40 71.4±8.41 19.6±0.80 168.0±4.14 57.8±11.28

a b
　　Sub.

表 1．経験群と未経験群の身体的特徴
(a) 経験群、(b) 未経験群
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二
．
三　
分
析
方
法

床
反
力
デ
ー
タ
を
表
計
算
ソ
フ
トExcel
に
取
り
込
み
、
図

１
に
示
す
垂
直
分
力(

Ｚ)

、
側
方
分
力
（
Ｘ
）、
並
び
に
水
平
分

力(

Ｙ)

に
つ
い
て
解
析
し
た
。
床
反
力
は
被
験
者
の
体
重
の
影

響
を
除
く
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
被
験
者
の
体
重
を
用
い
て
正
規
化

(%
)

し
た
。
打
撃
動
作
を
軸
足
と
踏
込
足
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
①

踏
込
足
接
地(Step In

、
以
後SI

）、
②
イ
ン
パ
ク
ト(Im

pact
、

以
後IP

）、
③
フ
ォ
ロ
ー
ス
ル
ー(Follow

 Through

、
以
後

FT)

の
三
つ
の
局
面
に
分
け
た
。
三
方
向
の
床
反
力(

Ｘ
、Ｙ
、Ｚ)

の
最
大
値
を
各
被
験
者
に
つ
い
て
、
三
回
の
打
撃
動
作
の
平
均
値

を
算
出
し
、
そ
の
被
験
者
の
値
と
し
た
。
こ
の
値
を
用
い
て
各
群

の
五
名
の
被
験
者
の
平
均
値
を
算
出
し
、
経
験
群
と
未
経
験
群
で

比
較
し
た
。

写真 1. 実際風景

図 1. 床反力の 3 分力の方向を示す模式図
　　（X: 側方分力、Y: 水平分力、Z: 垂直分力）
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二
．
四　
統
計
処
理

二
群
間
の
差
異
を
見
る
た
め
に
、
Ｆ
検
定
に
よ
り
等
分
散
を

検
討
し
た
後
、
ｔ
検
定
を
用
い
て
評
価
し
た
。
有
意
水
準
は

P<0.05
と
し
た
。

三
．
結
果

三
．
一　
踏
込
足
の
床
反
力
に
つ
い
て

（
１
）SI

に
つ
い
て

図
２
（
以
下
の
図
は
文
末
に
ま
と
め
て
掲
載
）
の(

Ａ)

はSI

の
踏
込
足
の
垂
直
分
力(

％)

に
つ
い
て
経
験
群
と
未
経
験
群
の

平
均
値
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
垂
直
分
力(

％)

で
は
未
経

験
群
の
方
が
大
き
い
傾
向
が
見
ら
れ
た
が
、
有
意
な
差
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
。(

Ｂ)

を
見
る
。
水
平
分
力(

％)
で
は
未
経
験
群

の
方
が
大
き
い
傾
向
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に
、
そ
の
バ
ラ
ツ
キ(

標

準
偏
差)

も
大
き
い
傾
向
を
示
し
た
。
一
方
、
両
者
を
ｔ
検
定
に

よ
り
比
較
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
有
意
な
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。(

Ｃ)

を
見
る
。
側
方
分
力(

％)

で
は
、
経
験
群
、
未
経
験

群
の
値
は
そ
れ
ぞ
れ0.98 ± 1.86%

、-5.57 ± 5.62

％
を
示

し
、
経
験
群
は
体
重
の0.98%

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
未
経
験

群
は-5.57%

と
マ
イ
ナ
ス
の
値
を
示
し
た
。
両
者
を
ｔ
検
定
に

よ
り
比
較
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
両
者
に
は
有
意
な
差
は
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
経
験
群
に
比
し
て
未
経
験
群
の
方
が
バ
ラ

ツ
キ
は
大
き
い
傾
向
を
示
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
有
意
差
は
認
め

ら
れ
な
い
が
、
未
経
験
群
で
は
踏
み
込
ん
だ
時
にBT

の
方
向
と

は
逆
方
向
に
分
力
が
生
じ
、BT

方
向
に
重
心
を
乗
せ
る
傾
向
が

あ
る
の
に
対
し
て
、
経
験
群
で
は
ほ
ぼ
中
立
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
重

心
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
２
）IP

に
つ
い
て

　

図
３
の(

Ａ)

は
、IP

の
踏
込
足
の
垂
直
分
力(

％)

に
つ

い
て
経
験
群
と
未
経
験
群
の
平
均
値
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
り
、

未
経
験
群
の
方
が
有
意
（P

＝0.021

）
に
大
き
か
っ
た
。
こ

の
こ
と
は
、
経
験
群
で
はIP

の
瞬
間
に
も
踏
込
足
に
全
重
心

を
踏
込
足
に
移
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。(

Ｂ)

を
見

る
。
水
平
分
力(

％)

で
は
経
験
群
、
未
経
験
群
の
値
は
そ
れ
ぞ

れ-24.34 ± 8.89%

、-28.31 ± 9.98%

と
両
者
共
に
マ
イ
ナ

ス
（
捕
手
方
向
）
の
分
力
を
示
し
た
。
こ
れ
は
投
手
方
向
に
重
心

が
移
動
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
力
の
絶
対
値
は
経
験

群
の
方
が
小
さ
い
傾
向
が
見
ら
れ
た
が
、
有
意
差
は
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
。(
Ｃ)

を
見
る
。
側
方
分
力(

％)

で
は
、
経
験
群
の
方
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が
大
き
い
傾
向
が
見
ら
れ
た
（
有
意
差
な
し
）。
こ
れ
は
、
経
験

群
で
はIP

時
にBT

方
向
の
力
が
踏
込
足
に
か
か
っ
て
い
る
こ

と
を
示
し
、BT

か
ら
離
れ
る
方
向
に
重
心
が
移
動
し
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。

  （
３
）FT
に
つ
い
て

図
４
の(

Ａ)
はFT
の
踏
込
足
の
垂
直
分
力(

％)

に
つ
い
て

経
験
群
と
未
経
験
群
の
平
均
値
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
り
、
未

経
験
群
の
方
が
大
き
い
傾
向
を
示
し
た
（
有
意
差
な
し
）。
こ
の

こ
と
は
、
未
経
験
群
の
方
が
経
験
群
よ
り
も
多
く
重
心
を
踏
込
足

に
か
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
バ
ラ
ツ
キ
も
大

き
い
。(

Ｂ)

を
見
る
。
水
平
分
力(

％)
で
は
経
験
群
、
未
経
験

群
の
値
は
そ
れ
ぞ
れ-10.41 ± 1.62%

、-9.97 ± 4.32%

と

両
者
共
に
マ
イ
ナ
ス
方
向
（
捕
手
方
向
）
の
値
を
示
し
た
（
有
意

差
な
し
）。(

Ｃ)

を
見
る
。
側
方
分
力(

％)

で
は
、
経
験
群
と

未
経
験
群
の
値
は
そ
れ
ぞ
れ4.34 ± 1.31%

、4.40 ± 2.35%

と
ほ
ぼ
同
等
の
値
を
示
し
、
両
者
に
有
意
な
差
は
認
め
ら
れ
な

か
っ
た

三
．
二　
軸
足
の
床
反
力
に
つ
い
て

（
１
）SI

に
つ
い
て

図
５
の(

Ａ)

はSI

の
軸
足
の
垂
直
分
力
（
％
）
に
つ
い
て
比

較
し
た
も
の
で
あ
り
、
経
験
群
の
方
が
大
き
い
傾
向
が
見
ら
れ
た

（
有
意
差
な
し
）。
こ
の
結
果
は
踏
み
込
ん
だ
時
に
、
経
験
群
の
方

が
未
経
験
群
よ
り
も
、
重
心
を
軸
足
に
残
す
割
合
が
多
い
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。(

Ｂ)

を
見
る
。
水
平
分
力(

％)

で
は
経
験
群

の
方
が
大
き
い
傾
向
が
見
ら
れ
た
（
有
意
差
な
し
）。(

Ｃ)

を
見

る
。
側
方
分
力(

％)

は
、
両
者
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
有
意
な

差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

  （
２
）IP

に
つ
い
て

図
６
の(

Ａ)

はIP

の
軸
足
の
垂
直
分
力(

％)

に
つ
い
て
経

験
群
と
未
経
験
群
の
平
均
値
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
経
験
群

の
方
が
大
き
い
傾
向
が
見
ら
れ
た
が
、
有
意
な
差
は
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
（
ま
た
、
両
者
の
標
準
偏
差
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
結
果

の
解
釈
に
は
注
意
を
要
す
る
）。
こ
の
結
果
は
、
有
意
差
は
認
め

ら
れ
な
い
も
の
のIP

の
瞬
間
に
も
経
験
群
の
方
が
軸
足
に
重
心

が
残
っ
て
い
る
割
合
が
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。(

Ｂ)

を
見
る
。

水
平
分
力(

％)

で
は
未
経
験
群
の
方
が
大
き
い
傾
向
を
示
し
た

が
、
有
意
な
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。(

Ｃ)

を
見
る
。
側
方
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分
力(

％)

で
は
、
経
験
群
、
未
経
験
群
の
値
は
そ
れ
ぞ
れ2.04 

± 1.48%

、2.45 ± 1.99%

を
示
し
た
。
両
者
を
比
較
し
た
と

こ
ろ
、
有
意
な
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
３
）FT
に
つ
い
て

図
７
の(
Ａ)
はFT

の
軸
足
の
垂
直
分
力(

％)

に
つ
い
て
経

験
群
と
未
経
験
群
の
平
均
値
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
り
、
経
験
群

の
方
が
大
き
い
傾
向
が
見
ら
れ
た
（
有
意
差
な
し
）。
こ
の
こ
と

は
、FT

の
局
面
に
お
い
て
も
、
経
験
群
の
方
が
軸
足
に
よ
り
多

く
の
割
合
で
重
心
を
残
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
未
経
験
群
と
経

験
群
で
は
明
ら
か
に
そ
の
動
作
が
異
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。(

Ｂ)

を
見
る
。
水
平
分
力(

％)

で
は
経
験
群
の
方
が
大
き

い
傾
向
が
見
ら
れ
た
（
有
意
差
な
し
）。
こ
の
結
果
は
、
未
経
験

群
の
標
準
偏
差
が
大
き
く
、
両
者
に
有
意
な
差
は
見
ら
れ
な
い
も

の
の
、
経
験
群
の
方
が
投
手
方
向
と
は
逆
の
方
向
へ
の
圧
の
か
け

方
が
大
き
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。(

Ｃ)

を
見
る
。側
方
分
力(
％)

で
は
、
経
験
群
の
方
が
大
き
い
傾
向
を
示
し
た
（
有
意
差
な
し
）。

  三
．
三　

経
験
群
と
未
経
験
群
の
床
反
力
の
バ
ラ
ツ
キ(

標
準

偏
差)

の
比
較

次
に
三
つ
の
局
面
の
踏
込
足
と
軸
足
に
お
い
て
、
各
被
験
者
か

ら
得
ら
れ
た
各
分
力(%

)

の
標
準
偏
差
を
求
め
、
経
験
群
と
未
経

験
群
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
平
均
値
を
算
出
し
、
比
較
を
試

み
た
。

（
１
）
踏
込
足
に
つ
い
て

図
８
の(

Ａ)

はSI

の
踏
込
足
の
垂
直
分
力(

％)

の
標
準
偏

差
を
経
験
群（1.01 ± 1.18%

）と
未
経
験
群（1.12 ± 1.08%

）

で
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
（
有
意
差
な
し
）。(

Ｂ)

を
見
る
。
水

平
分
力(

％)

で
は
経
験
群
、
未
経
験
群
の
値
は
ほ
ぼ
同
等
の
値

を
示
し
た
。(

Ｃ)

を
見
る
。
側
方
分
力(

％)

で
も
、
経
験
群
、

未
経
験
群
の
値
は
ほ
ぼ
同
等
の
値
を
示
し
た
（
Ｂ
、
Ｃ
と
も
に
有

意
差
な
し
）。

図
９
の(

Ａ)

はIP

の
踏
込
足
の
垂
直
分
力(

％)

の
標
準
偏

差
を
経
験
群
と
未
経
験
群
で
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。そ
の
結
果
、

未
経
験
群
の
バ
ラ
ツ
キ
の
方
が
大
き
い
傾
向
を
示
し
た
（
有
意
差

な
し
）。(

Ｂ)

を
見
る
。
水
平
分
力(

％)

で
は
経
験
群
、
未
経

験
群
は
ほ
ぼ
同
等
の
値
を
示
し
た
。(

Ｃ)

を
見
る
。側
方
分
力(

％)
で
は
、
未
経
験
群
の
バ
ラ
ツ
キ
の
方
が
大
き
い
傾
向
を
示
し
た
。

Ｂ
、
Ｃ
と
も
有
意
な
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
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図
10
の(

Ａ)

はFT

の
踏
込
足
の
垂
直
分
力(

％)

の
標
準
偏

差
を
経
験
群
と
未
経
験
群
で
比
較
し
た
も
の
で
あ
り
、
未
経
験
群

の
方
が
大
き
い
傾
向
を
示
し
た（
有
意
差
な
し
）。(

Ｂ)

を
見
る
。

水
平
分
力(
％)

で
は
、
未
経
験
群
の
バ
ラ
ツ
キ
の
方
が
大
き
い

傾
向
が
見
ら
れ
た（
有
意
差
な
し
）。(

Ｃ)

を
見
る
。側
方
分
力(

％)

で
は
、
経
験
群
、
未
経
験
群
は
、
ほ
ぼ
同
等
の
値
を
示
し
た
（
有

意
差
な
し
）。

（
２
）
軸
足
に
つ
い
て

図
11
の(

Ａ)

はSI

の
軸
足
の
垂
直
分
力(

％)

の
標
準
偏
差

を
経
験
群
と
未
経
験
群
で
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

経
験
群
の
バ
ラ
ツ
キ
の
方
が
大
き
い
傾
向
を
示
し
た
（
有
意
差
な

し
）。(

Ｂ)

を
見
る
。
水
平
分
力(

％)

で
は
、
経
験
群
の
バ
ラ

ツ
キ
の
方
が
大
き
い
傾
向
が
見
ら
れ
た
（
有
意
差
な
し
）。(

Ｃ)

を
見
る
。
側
方
分
力(

％)

で
は
、
未
経
験
群
の
バ
ラ
ツ
キ
の
方

が
大
き
い
傾
向
を
示
し
た
（
有
意
差
な
し
）

図
12
の(

Ａ)

はIP

の
軸
足
の
垂
直
分
力(

％)

の
標
準
偏
差

を
経
験
群
と
未
経
験
群
で
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

未
経
験
群
の
バ
ラ
ツ
キ
の
方
が
大
き
い
傾
向
を
示
し
た
（
有
意
差

な
し
）。(

Ｂ)

を
見
る
。
水
平
分
力(

％)

で
は
経
験
群
、
未
経

験
群
は
ほ
ぼ
同
等
の
値
を
示
し
た
。(

Ｃ)

を
見
る
。側
方
分
力(

％)

で
も
、
経
験
群
、
未
経
験
群
は
ほ
ぼ
同
等
の
値
を
示
し
た
（
Ｂ
、

Ｃ
と
も
有
意
差
な
し
）。

図
13
の(

Ａ)

はFT

の
軸
足
の
垂
直
分
力(

％)

の
標
準
偏
差

を
経
験
群
と
未
経
験
群
で
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

未
経
験
群
の
バ
ラ
ツ
キ
の
方
が
大
き
い
傾
向
を
示
し
た
（
有
意
差

な
し
）。(

Ｂ)

を
見
る
。
水
平
分
力(

％)

で
は
両
群
に
お
い
て

ほ
ぼ
同
等
の
値
を
示
し
た
。(

Ｃ)

を
見
る
。側
方
分
力(

％)

で
も
、

両
群
に
お
い
て
ほ
ぼ
同
等
の
値
を
示
し
た
（
Ｂ
、
Ｃ
と
も
有
意
差

な
し
）。

三
．
四　
三
局
面
の
床
反
力
の
変
化
に
つ
い
て

経
験
群
と
未
経
験
群
のSI

、IP

、FT

の
三
局
面
の
床
反
力(

％)
(n=5)

の
平
均
値
に
つ
い
て
、
そ
の
継
時
的
変
化
を
比
較
し
た
。

（
１
） 

踏
込
足
に
つ
い
て

図
14
の(

Ａ)

は
、
踏
込
足
の
垂
直
分
力(

％)

の
変
化
を
比

較
し
た
も
の
で
あ
る
。
経
験
群(

ａ)

と
未
経
験
群(

ｂ)

の

SI
の
平
均
値
は
そ
れ
ぞ
れ4.6%

、5.7%

、IP

は93.2%

、

123.9%
、FT
は55.8%

、71.5%

で
あ
っ
た
。
経
験
群
と
未
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経
験
群
のSI

の
差
は
わ
ず
か
だ
が
、IP

で
は30.7

ポ
イ
ン
ト

の
差
が
あ
る
。FT

で
は
そ
の
差
は
多
少
減
少
す
る
が
、15.8

ポ

イ
ン
ト
の
差
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
の
増
減
の
傾
向

は
似
通
っ
て
い
る
が
、
全
て
の
局
面
に
お
い
て
未
経
験
群
の
方
が

大
き
い
傾
向
を
示
し
た
。
特
に
、
図
３(

Ａ)

に
示
し
た
よ
う
に

IP

で
は
有
意(P=0.021)

に
経
験
群
の
方
が
低
い
。(

Ｂ)

を
見
る
。

水
平
分
力(

％)

で
は
、
経
験
群
と
未
経
験
群
のSI

の
平
均
値
は

そ
れ
ぞ
れ1.3%

、5.4%
、IP

は-24.3%

、-28.3%

、FT

は

-10.4%

、-10.0%

で
あ
っ
た
。
経
験
群
に
対
す
る
未
経
験
群
の

差
はSI

で
は+4

ポ
イ
ン
ト
、IP
で
は-4

ポ
イ
ン
ト
、FT

で

は+0.4

ポ
イ
ン
ト
と
な
り
、
両
者
の
増
減
傾
向
は
同
等
で
あ
る
。

(

Ｃ)

を
見
る
。
側
方
分
力(

％)

で
は
、SI
の
平
均
値
は
そ
れ
ぞ

れ1.0%

、-5.6%

、IP

は8.6%

、0.9%

、FT
は4.3%

、4.4%

で
あ
っ
た
。SI

で
の
両
者
の
差
は6.6

ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

IP

で
は
そ
の
差
は7.7

ポ
イ
ン
ト
と
大
き
く
な
り
、FT
で
は
ほ

ぼ
同
等
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
に
、SI

とIP

に
お
い
て
、
垂
直
分

力(

％)

と
側
方
分
力(

％)

で
両
者
の
増
減
傾
向
に
特
徴
的
な
差

異
が
見
ら
れ
た
。

（
２
）
軸
足
に
つ
い
て

図
15
の(

Ａ)

は
、
軸
足
の
垂
直
分
力(

％)

の
変
化
を
比
較
し

た
も
の
で
あ
る
。
経
験
群(

ａ)

と
未
経
験
群(

ｂ)

の
平
均
値

は
そ
れ
ぞ
れSI

で
は84.3%

、79.4%

、IP

は11.7%

、7.7%

、

FT

は38.9%

、25.7%

で
あ
っ
た
。
経
験
群
と
未
経
験
群
の

SI

の
差
は4.9

ポ
イ
ン
ト
、IP

で
は4.0

ポ
イ
ン
ト
、FT

で
は

13.2

ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
の
増
減
の
傾
向
は
似
か
よ
っ
て
い

た
が
、
い
ず
れ
の
局
面
に
お
い
て
も
経
験
群
の
方
が
大
き
な
値
を

示
し
た
。(

Ｂ)

を
見
る
。
水
平
分
力(

％)

で
は
、
経
験
群
と
未

経
験
群
のSI

の
平
均
値
は
そ
れ
ぞ
れ17.9%

、16.2%

、IP

は

-2.7%

、-1.8%

、FT

は4.9%

、2.2%

で
あ
り
、FT

に
お
い

て
両
者
の
差
は2.7

ポ
イ
ン
ト
と
や
や
大
き
く
な
る
も
の
の
両
者

は
ほ
ぼ
同
様
の
増
減
の
傾
向
を
示
し
た
。(

Ｃ)

を
見
る
。
側
方

分
力(

％)

で
は
、SI

で
は
そ
れ
ぞ
れ7.3%

、8.2%

、IP

は2.0%

、

2.5%

、FT

で
は-2.9%

、-3.7%

で
あ
り
、
両
者
は
ほ
ぼ
同
等

の
増
減
傾
向
を
示
し
た
。
こ
の
様
に
、
両
者
は
三
局
面
の
三
つ
の

分
力(

％)

で
、
ほ
ぼ
同
等
の
増
減
傾
向
を
示
し
た
が
、
特
に
垂

直
分
力(

％)

で
は
、
す
べ
て
の
局
面
で
経
験
群
の
方
が
大
き
く

な
る
傾
向
を
示
し
た
。

四
．
考
察
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本
研
究
で
は
、
野
球
に
お
け
る
打
撃
動
作
の
床
反
力
を
経
験
群

(
五
名)

と
未
経
験
群(

五
名)

に
つ
い
て
測
定
し
、
両
者
の
各
分

力
を
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
経
験
者
を
指
導
す
る

際
の
基
礎
的
資
料
を
得
よ
う
と
考
え
た
。

以
下
、
得
ら
れ
た
結
果
に
基
づ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

四
．
一　
床
反
力
か
ら
見
た
経
験
群
と
未
経
験
群
の
差
異
に
つ

い
て踏

込
足
に
つ
い
て
、
経
験
群
と
未
経
験
群
の
垂
直
分
力(

％)

を
比
較
し
た
場
合
、
全
て
の
局
面
で
、
未
経
験
群
の
方
が
大
き

く
な
る
傾
向
を
示
し
、
特
にIP

時
で
は
未
経
験
群
の
方
が
有
意

(P=0.021)

に
大
き
く
な
る
こ
と
を
示
し
た(
図
３(

Ａ))

。
水
平

分
力(

％)

で
は
、IP

時
に
経
験
群
は-24.34 ± 8.893%

で
あ

る
の
に
対
し
て
、
未
経
験
群
は-28.31 ± 9.981%
を
示
し
た

(

図
３(

Ｂ))

。
側
方
分
力(

％)

で
は
、SI

時
に
未
経
験
群
は
マ

イ
ナ
ス
方
向
の
分
力(-5.6 ± 5.67%

)

を
生
じ
た
の
に
対
し
て
、

経
験
群
で
は
ご
く
小
さ
い
プ
ラ
ス
の
分
力(0.98 ± 1.867%

)

し
か
生
じ
な
か
っ
た
。IP

時
で
は
、
経
験
群
の8.6 ± 2.02%

に
対
し
て
、
未
経
験
群
は0.90 ± 4.396%

を
示
し
、
経
験
群

の
方
が
大
き
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
軸
足
の
垂
直
分
力(

％)

を
各
局
面
で
比
較
す
る
と
、
い
ず
れ
の
局
面
に
お
い
て
も
経
験
群

の
方
が
大
き
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
水
平
分
力(

％)

並
び

に
側
方
分
力(

％)

に
お
い
て
もSI

時
で
経
験
群
の
方
が
大
き
く

な
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
。

以
上
、
踏
込
足
と
軸
足
の
垂
直
分
力(

％)

と
水
平
分
力(

％)

の
結
果
は
、
未
経
験
群
で
は
、
経
験
群
と
異
な
り
、
重
心
を
大
き

く
踏
込
足
に
移
動
さ
せ
、
特
にIP

時
に
は
体
重
以
上
の
力
を
踏

込
足
に
加
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
側
方
分
力(

％)

のIP

時
の
結
果
は
、
未
経
験
群
で
は
経
験
群
に
比
し
てBT

と

逆
方
向
に
力
を
出
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、BT

方
向
に

重
心
を
移
動
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
図
14(

Ｃ)

に
示
す
側
方
分
力(

％)

の
経
時
的
変
化
を
見
た
場
合
、
そ
の
差

は
よ
り
鮮
明
に
認
め
ら
れ
る
。上
述
の
結
果
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、

未
経
験
群
の
場
合
、
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
「
前
に
突
っ
込
ん

で
い
る
」
状
態
で
、
体
軸
が
定
ま
ら
ず
に
打
撃
動
作
を
行
っ
て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

高
橋
ら[11]

は
、
打
撃
動
作
並
び
に
再
現
動
作
を
撮
影
し
、

熟
練
者
と
未
熟
練
者
の
再
現
の
ず
れ
を
比
較
し
た
。
そ
の
結
果
、

未
熟
練
者
は
両
者
の
ず
れ
が
大
き
く
、
再
現
動
作
で
は
バ
ッ
ト
の

軌
道
の
み
に
意
識
が
い
き
、
下
半
身
を
意
識
し
て
お
ら
ず
、
上
肢
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の
み
に
よ
っ
て
ス
イ
ン
グ
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
本
実
験
の

未
経
験
群
に
お
い
て
も
ボ
ー
ル
に
当
て
る
こ
と
だ
け
に
意
識
が
集

中
し
た
た
め
、
前
に
突
っ
込
ん
だ
打
撃
動
作
を
行
っ
た
可
能
性
が

示
唆
さ
れ
る
。
そ
の
原
因
は
、
高
橋
ら
の
言
う
様
に
上
肢
の
み
に

よ
る
ス
イ
ン
グ
動
作
、
身
体
と
ボ
ー
ル
の
距
離
感
、
バ
ッ
ト
の
長

さ
の
感
覚
が
正
確
に
認
知
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
を
そ
の
要
因
と

し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
矢
内[8]

は
打
撃
動
作
を
床
反
力

デ
ー
タ
か
ら
解
析
し
、
①
踏
込
足
が
ス
ラ
イ
ド
し
た
後
に
受
け
る

床
反
力
の
水
平
方
向
成
分
は
、BT

か
ら
遠
ざ
か
る
方
向(

側
方

分
力
が
＋
の
値)

か
ら
捕
手
方
向(
水
平
分
力
が
－
の
値)

へ
変

化
す
る
。
②
同
じ
期
間
に
軸
足
が
受
け
る
床
反
力
は
投
手
に
向
か

う
方
向
か
らBT

方
向
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
③
こ
れ
ら
二
つ
の

力
が
偶
力
の
よ
う
に
作
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
シ
ス
テ
ム
が
重
心

を
通
る
鉛
直
軸
ま
わ
り
に
回
転
運
動
を
起
こ
す
と
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
感
覚
の
欠
如
は
打
撃
動
作
に
お
い
て
は
、

そ
の
感
覚
の
修
正
に
の
み
終
始
す
る
た
め
に
、
速
い
バ
ッ
ト
の
回

転
運
動
を
引
き
起
こ
す
方
向
に
運
動
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の

た
め
に
ボ
ー
ル
に
大
き
な
運
動
量
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
と
推
察
さ
れ
る
。

五
．
要
約

本
研
究
に
よ
り
、
未
経
験
群
はIP

時
に
経
験
群
に
比
し
て
踏

込
足
に
重
心
が
多
く
乗
っ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
こ
れ
は

一
般
的
に
言
わ
れ
る
「
前
に
突
っ
込
ん
で
い
る
」
状
態
を
示
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
側
方
分
力(

％)

の
結
果
は
体
軸
が
し
っ
か
り

定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
た
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
指
導
の
際
に
は
、
体
軸
を
定
め
る
た
め
に
軸
足

に
体
重
を
残
し
、
前
に
突
っ
込
ま
な
い
よ
う
意
識
さ
せ
、
ボ
ー
ル

と
の
距
離
感
覚
を
掴
ま
せ
る
よ
う
に
指
導
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

謝
辞

卒
業
論
文
作
成
に
あ
た
り
懇
切
丁
寧
な
る
御
指
導
を
頂
い
た
大

阪
経
済
大
学
人
間
科
学
部
楠
本
秀
忠
教
授
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し

ま
す
。
ま
た
、
実
験
の
準
備
、
実
施
、
被
験
者
、
デ
ー
タ
整
理
に

関
し
て
協
力
頂
い
た
大
阪
経
済
大
学
の
学
生
諸
氏
に
心
よ
り
お
礼

を
申
し
上
げ
ま
す
。
最
後
に
、
大
阪
経
済
大
学
人
間
科
学
部
中
尾

美
喜
夫
教
授
、
大
阪
経
済
大
学
人
間
科
学
部
谷
所
慶
准
教
授
、
大

阪
経
済
大
学
情
報
社
会
学
部
野
村
国
彦
准
教
授
に
は
論
文
作
成
に

あ
た
り
有
益
な
助
言
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
謹
ん
で
感
謝
の
意
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を
表
し
ま
す
。
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特
集
　
卒
業
研
究
最
前
線

森
崎　

加
菜

田
中　

成
美

百
北　

朱
里

大
学
生
の
恋
愛
に
お
け
る
嫉
妬
が

束
縛
行
動
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

一
．
は
じ
め
に

恋
人
が
異
性
と
二
人
だ
け
で
出
か
け
た
。
友
人
が
自
分
の
嫌
い

な
友
人
と
仲
良
く
し
て
い
る
。
会
社
の
同
期
が
自
分
よ
り
も
周
り

か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
。
恋
愛
面
で
あ
れ
、
友
人
関
係
で
あ
れ
、

社
会
的
場
面
で
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
不
快
に
感
じ
る
、
嫉

妬
感
情
を
抱
い
た
こ
と
の
な
い
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
嫉
妬
と

は
、「
自
分
が
所
有
し
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
か
つ
て
自
分
が

所
有
し
て
い
た
も
の
を
他
人
に
奪
わ
れ
た
時
、
ま
た
は
そ
の
事
態

を
想
像
し
た
時
に
生
じ
る
感
情
。
嫉
妬
は
愛
情
に
関
係
し
た
も
の

で
あ
り
、
関
係
性
が
脅
か
さ
れ
た
時
に
生
じ
る
。」
と
さ
れ
て
い

る(

社
会
心
理
学
用
語
辞
典　

北
大
路
書
房)

。
一
般
的
に
は
男

性
よ
り
女
性
の
方
が
嫉
妬
深
い
と
い
う
意
見
が
浸
透
し
て
い
る
と

思
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
中
国
で
は
綺
麗
な
女
子
の
同
級
生
に

嫉
妬
し
た
一
三
歳
少
女
が
同
級
生
を
殺
害
す
る
と
い
う
事
件
が
起

こ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、嫉
妬
は
人
間
関
係
の
亀
裂
だ
け
で
な
く
、

こ
れ
が
高
じ
る
と
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
深
刻
な
問
題
を
引
き
起

こ
す
可
能
性
も
あ
る
。
誰
も
が
抱
く
こ
の
「
嫉
妬
」
と
い
う
感
情

の
原
因
や
そ
の
影
響
に
焦
点
を
当
て
て
現
代
の
大
学
生
が
男
女
の

恋
愛
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
状
況
で
嫉
妬
し
、
そ
の
嫉
妬
に

は
ど
の
よ
う
な
要
因
が
関
係
し
て
い
る
の
か
解
明
す
る
こ
と
を
本

研
究
で
は
目
的
と
し
て
い
る
。
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二
．
問
題
の
所
在

嫉
妬
の
情
動
が
起
こ
る
過
程
に
は
三
つ
の
段
階
が
あ
る
。「
①

社
会
状
況
の
中
に
存
在
す
る
格
差
の
自
覚
と
当
事
者
が
自
尊
心
へ

の
刺
激
を
認
知
す
る
ま
で
の
過
程
（
認
知
過
程
）
②
そ
の
認
知
に

動
機
づ
け
ら
れ
、
自
尊
心
の
防
御
を
求
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
内
的
試

行
錯
誤
を
行
う
過
程
（
内
的
過
程
）
③
次
い
で
そ
の
試
行
錯
誤
の

結
果
、あ
ら
た
め
て
状
況
的
現
実
に
反
応
す
る
過
程（
反
応
過
程
）」

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
嫉
妬
感
情
の
喚
起
は
「
理
不
尽
に
も
不
当
に

傷
つ
け
ら
れ
た
自
尊
心
」
を
救
済
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
い
て

い
る
（
石
川
、2009

）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
北
村
・
緒
賀
（2011

）

は
同
じ
よ
う
に
自
尊
心
が
刺
激
さ
れ
る
自
己
嫌
悪
な
状
況
に
お
か

れ
て
も
、
自
尊
心
が
傷
つ
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
関
連
す
る
の
は

自
己
愛
の
障
害
で
あ
る
と
考
え
た
。

自
己
愛
的
傾
向
と
は
「
自
己
を
価
値
あ
る
も
の
と
感
じ
よ
う
と

し
、
そ
れ
を
認
め
て
も
ら
お
う
と
す
る
傾
向
」
で
あ
る
。
自
己
愛

の
障
害
に
はKernberg

（1975

）
が
主
張
す
る
、
周
囲
を
気
に

か
け
な
い「
無
関
心
型
」とKohut

（1971;1977

）が
主
張
す
る
、

周
囲
を
過
敏
に
気
に
す
る
「
過
敏
性
」
の
二
種
類
が
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。

そ
こ
で
北
村
・
緒
賀
（2011

）
は
高
橋
（1998

）
の
ナ
ル
シ

シ
ズ
ム
尺
度
を
用
い
て
、「
周
囲
を
気
に
す
る
傷
つ
き
や
す
い
ナ

ル
シ
シ
ズ
ム
」
で
あ
る
過
敏
性
と
、「
自
己
を
大
き
く
、
美
し
く

思
い
描
き
た
い
と
い
う
誇
大
的
な
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
で
あ
る
誇
大

性
の
二
つ
に
自
己
愛
を
分
類
し
、
こ
れ
ら
が
嫉
妬
に
ど
の
よ
う

に
影
響
す
る
か
を
検
討
し
た
。
こ
の
研
究
で
は
、「
誇
大
性
ナ
ル

シ
シ
ズ
ム
」
に
お
い
て
は
男
性
の
ほ
う
が
女
性
に
比
べ
有
意
に
高

く
、
逆
に
「
過
敏
性
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
は
女
性
の
方
が
男
性
よ
り

も
有
意
に
高
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
誇
大
性
ナ
ル
シ
シ

ズ
ム
が
強
け
れ
ば
男
女
と
も
に
社
会
的
関
係
に
お
け
る
嫉
妬
場
面

で
は
相
手
に
対
し
て
不
満
を
抱
き
や
す
く
、
過
敏
性
ナ
ル
シ
シ
ズ

ム
が
強
け
れ
ば
自
分
の
中
に
た
め
込
ん
で
我
慢
し
て
し
ま
い
や
す

い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
自
己
愛
的
傾
向
と
社
会
的
比
較
に

お
け
る
嫉
妬
と
の
関
係
で
男
性
は
過
敏
性
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
が
高
い

と
嫉
妬
感
情
の
中
の
拒
否
行
動
の
傾
向
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
男
性
は
自
分
よ
り
か
っ
こ
よ
く
優
秀
な
人
を
見
た
時
に
、
過

敏
性
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
が
強
け
れ
ば
羨
ま
し
さ
と
ひ
が
み
の
感
情
が

湧
き
、
苛
立
ち
を
感
じ
や
す
く
な
る
と
解
釈
さ
れ
た
。

同
様
に
、
堤
（2006

）
は
束
縛
行
動
に
関
す
る
因
子
は
、「
注

目
・
賞
賛
欲
求
因
子
」
と
の
み
有
意
な
関
係
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
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い
る
。
こ
の
「
注
目
・
賞
賛
欲
求
因
子
」
は
自
己
愛
の
因
子
で
あ

り
、
誇
大
的
自
己
像
に
執
着
し
、
他
者
か
ら
の
賞
賛
を
求
め
る
一

方
で
、
他
者
か
ら
の
批
判
に
は
正
当
な
も
の
で
も
、
傷
つ
き
反
発

し
が
ち
で
あ
る
と
さ
れ
る
。つ
ま
り
嫉
妬
や
束
縛
行
動
に
対
し
て
、

北
村
・
緒
賀
（2011

）
の
誇
大
性
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
は
堤
（2006

）

の
「
注
目
賞
賛
因
子
」
と
類
似
し
た
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
え
る
。

さ
ら
に
北
村
・
緒
賀
（2011

）
は
自
尊
感
情
と
嫉
妬
の
関
係

を
調
査
に
よ
っ
て
検
討
し
た
。
自
尊
感
情
（
自
尊
心
と
同
じ
で
は

な
い
が
類
似
し
た
概
念
、
以
下
自
尊
感
情
と
す
る
）
と
は
自
己
価

値
や
自
己
尊
重
、
あ
る
い
は
単
に
自
己
評
価
と
も
表
現
さ
れ
る
。

自
尊
感
情
の
低
い
人
の
特
徴
は
恥
ず
か
し
が
り
や
す
く
、
安
易
に

当
惑
し
、
説
得
さ
れ
や
す
く
、
他
者
か
ら
の
承
認
を
求
め
る
欲
求

が
強
い
。
自
尊
感
情
が
高
す
ぎ
る
場
合
に
は
虚
栄
心
、
ま
た
は
逆

に
低
す
ぎ
る
場
合
は
自
己
卑
下
や
劣
等
感
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

北
村
・
緒
賀
（2011

）
は
社
会
的
関
係
に
お
け
る
嫉
妬
場
面

で
は
、
自
尊
感
情
が
低
い
と
、
嫉
妬
感
情
の
「
不
満
」「
混
乱
」

が
高
く
な
り
、
社
会
的
比
較
に
お
け
る
嫉
妬
場
面
で
は
自
尊
感
情

が
低
い
と
嫉
妬
感
情
の
「
苛
立
ち
」「
あ
き
ら
め
」
が
高
く
な
り
、

拒
否
行
動
を
強
め
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
要
約
す
る
と
、
社
会
的

関
係
場
面
と
社
会
的
比
較
場
面
で
は
、
自
尊
感
情
が
低
い
ほ
ど
嫉

妬
心
が
強
ま
り
、
逆
に
、
自
尊
感
情
が
高
い
ほ
ど
嫉
妬
心
を
感
じ

に
く
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
武
藤
，
佐
久
間
，
岩

本
（2006

）
に
よ
る
と
、青
年
期
に
は
男
性
は
「
自
己
を
大
き
く
、

美
し
く
思
い
描
き
た
い
と
い
う
誇
大
的
な
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
の
傾

向
が
高
い
た
め
、
女
性
よ
り
自
尊
感
情
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
。

藤
島
（2010

）
は
、
自
己
評
価
の
高
低
と
社
会
的
望
ま
し
さ

と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
自
己
評

価
の
高
い
人
は
社
会
的
に
望
ま
し
く
な
い
人
よ
り
も
社
会
的
に
望

ま
し
い
人
に
好
意
を
示
し
、
逆
に
、
自
己
評
価
の
低
い
人
は
社
会

的
に
望
ま
し
い
人
よ
り
社
会
的
に
望
ま
し
く
な
い
人
に
好
意
を
示

す
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

こ
の
結
果
に
つ
い
て
藤
島
（2010

）
は
、
自
己
評
価
の
高
い

人
の
場
合
、
自
分
と
釣
り
合
う
人
に
好
意
を
示
す
と
い
う
「
類
似

性
」
の
効
果
が
作
用
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
逆
に
、
自
己
評
価

の
低
い
人
の
場
合
、
主
観
的
に
は
自
分
は
社
会
的
に
は
望
ま
れ
て

い
な
い
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
社
会
的
な
望
ま
し
さ
を
兼
ね

備
え
て
い
る
人
に
魅
力
を
感
じ
る
け
れ
ど
拒
絶
の
恐
怖
も
感
じ
て

し
ま
い
、
そ
の
魅
力
が
弱
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し

て
い
る
。
ま
た
自
己
評
価
の
低
い
人
は
自
己
と
類
似
し
た
社
会
的
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に
望
ま
し
く
な
い
人
物
を
低
く
評
価
す
れ
ば
、
自
分
の
評
価
も
低

く
し
て
し
ま
う
た
め
、
そ
れ
を
回
避
す
べ
く
、
社
会
的
に
望
ま
し

く
な
い
人
へ
の
好
意
を
高
め
て
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
結
果
を
整
理
す
る
と
、
嫉
妬
心
を
規
定
す
る
要
因
と

し
て
、
自
尊
感
情
や
自
己
愛
、
束
縛
心
、
束
縛
行
動
、
劣
等
感
な

ど
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
従
来
の
研
究
で
は
社
会
的
関
係
に
お
け

る
嫉
妬
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
が
、
大
学
生
の
場
合
、
恋
愛

関
係
に
お
け
る
嫉
妬
心
や
束
縛
行
動
を
中
心
に
し
た
方
が
身
近
で

切
実
な
問
題
で
あ
り
、
関
心
も
高
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

以
下
の
仮
説
を
設
定
し
、
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る

こ
と
と
し
た
。

仮
説
の
設
定

仮
説
１

誇
大
性
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
が
高
い
男
性
ほ
ど
嫉
妬
心
が
高
い
で
あ

ろ
う
。

（
注
目
賞
賛
欲
求
の
高
い
人
は
、
他
人
へ
の
評
価
が
高
い
と
自

分
へ
の
評
価
は
相
対
的
に
下
が
り
妬
み
感
情
が
喚
起
さ
れ
る
と
さ

れ
て
い
る
の
で
、
類
似
し
た
特
徴
を
持
つ
誇
大
性
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム

の
人
も
同
じ
よ
う
な
傾
向
を
示
す
の
で
は
な
い
か
と
予
測
し
た
。）

仮
説
２

自
尊
感
情
の
高
い
男
性
ほ
ど
束
縛
行
動
を
取
ろ
う
と
し
な
い
で

あ
ろ
う
。

（
自
尊
感
情
の
高
い
男
性
は
自
分
に
自
信
が
あ
る
の
で
束
縛
行

動
を
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
予
測
し
た
。）

仮
説
３

過
敏
性
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
高
い
男
性
ほ
ど
女
性
に
対
す
る
束
縛

行
動
が
強
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
過
敏
性
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
高
い
男
性
は「
う
ら
や
ま
し
さ
」「
ひ

が
み
」
感
情
を
抱
く
た
め
、
女
性
を
束
縛
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が

予
測
さ
れ
た
）

三
．
方
法

（
１
）	

予
備
調
査

大
阪
経
済
大
学
人
間
科
学
部
松
田
ゼ
ミ
三
・
四
回
生
二
二
名（
男

性
一
二
名
、
女
性
一
〇
名
）
を
対
象
に
、
二
〇
一
四
年
七
月
上
旬

の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
中
に
質
問
紙
調
査
を
実
施
し
、
回
答
を
得
た
。
な

お
、
回
答
後
に
被
験
者
に
問
題
や
記
述
の
意
味
が
理
解
で
き
た
か
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ど
う
か
確
認
し
、
指
摘
さ
れ
た
点
を
修
正
し
た
の
ち
、
本
調
査
で

使
用
す
る
調
査
票
の
作
成
を
行
っ
た
。

（
２
）	
本
調
査

①
調
査
対
象
者

大
阪
経
済
大
学
の
「
人
間
関
係
の
心
理
学
」「
産
業
・
組
織
心

理
学
Ⅰ
」
の
受
講
生
一
一
三
名
（
男
性
六
一
名
、
女
性
五
二
名
）

を
対
象
と
し
た
。

②
調
査
時
期

二
〇
一
四
年
七
月
下
旬
か
ら
一
〇
日
間
の
調
査
期
間
を
設
け

た
。
調
査
の
手
続
き
はW

eb

上
で
匿
名
の
ア
ン
ケ
ー
ト
形
式
で

実
施
し
た
。

（
３
）	

調
査
票
の
構
成

調
査
票
は
、
調
査
対
象
者
の
基
本
的
属
性
、「
自
尊
感
情
」「
束

縛
心
」「
自
己
愛
」「
劣
等
感
」「
嫉
妬
心
」「
束
縛
行
動
」
の
六
つ

の
尺
度
か
ら
構
成
さ
れ
た
。

（
４
）	

調
査
対
象
者
の
基
本
属
性

調
査
対
象
者
の
基
本
属
性
を
検
討
す
る
た
め
に
、
学
部
、
学
年
、

性
別
、
年
齢
、
恋
人
の
有
無
な
ど
の
五
項
目
を
独
自
に
作
成
し
た
。

（
５
）	

各
尺
度
の
構
成

①
自
尊
感
情
尺
度

自
尊
感
情
を
測
定
す
る
項
目
は
、Rosenberg

自
尊
感
情

尺
度(Rosenberg, 1965)

を
日
本
語
訳
し
たM

iura &
 

G
riffi

ths(2007)

の
日
本
語
版RSES

の
一
〇
項
目
を
採
用
し

た
。Rosenberg

自
尊
感
情
尺
度
は
一
〇
項
目
か
ら
な
る
自
己

記
入
尺
度
で
、
通
常
一
因
子
で
検
証
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
得
点

が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
自
尊
感
情
が
高
い
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
を

参
考
に
我
々
は
、
回
答
者
に
「
強
く
そ
う
思
う
（
４
）」「
そ
う
思

う
（
３
）」「
そ
う
思
わ
な
い
（
２
）」「
強
く
そ
う
思
わ
な
い
（
１
）」

の
四
件
法
で
回
答
を
求
め
た
。

②
束
縛
心
尺
度

束
縛
心
を
測
定
す
る
項
目
は
、
伊
福
、
徳
田(2006)

や
水
野

(2007)

、
椙
山
女
学
園
大
学
の
学
生
が
作
成
し
た
論
文
「
遠
距
離

恋
愛
に
お
け
る
気
持
ち
の
揺
れ
動
き
と
孤
独
感
の
関
連
性
に
つ
い

て
」(2010)

を
参
考
に
質
問
項
目
一
二
項
目
を
作
成
し
た
。
参

考
に
し
た
質
問
項
目
は
一
因
子
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。
本
研
究
で
は
「
た
び
た
び
感
じ
る
（
４
）」「
ど
ち
ら
か
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と
い
え
ば
感
じ
る（
３
）」「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
感
じ
な
い（
２
）」

「
決
し
て
感
じ
な
い
（
１
）」
の
四
件
法
で
回
答
を
求
め
た
。
束
縛

心
尺
度
は
、
得
点
が
高
い
ほ
ど
束
縛
心
を
抱
き
や
す
い
こ
と
を
示

す
。③

自
己
愛
尺
度

自
己
愛
を
測
定
す
る
尺
度
は
、
過
敏
型
自
己
愛
傾
向
と
無
関
心

型
自
己
愛
傾
向
の
両
方
を
測
定
で
き
る
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
尺
度(

高

橋
，1998)

の
二
五
項
目
を
採
用
し
た
。
こ
の
尺
度
は
二
因
子
で

構
成
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
あ
て
は
ま

る
（
４
）」「
あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い
（
３
）」「
や
や
あ
て
は
ま

る
（
２
）」「
あ
て
は
ま
ら
な
い
（
１
）」
の
四
件
法
で
回
答
を
求

め
た
。
自
己
愛
尺
度
で
は
、
得
点
が
高
い
ほ
ど
自
己
愛
傾
向
が
強

い
こ
と
を
示
す
。

④
劣
等
感
尺
度

劣
等
感
を
構
成
す
る
尺
度
は
、YG

性
格
検
査
の
全
一
二
特
性

一
二
〇
項
目
の
う
ち
、「
劣
等
感
」を
示
す
一
〇
項
目
を
採
用
し
た
。

「
は
い
」「
い
い
え
」「
ど
ち
ら
で
も
な
い
」
の
三
通
り
で
回
答
を

求
め
た
。
劣
等
感
尺
度
で
は
、
得
点
が
高
い
ほ
ど
劣
等
感
を
強
く

抱
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

⑤
嫉
妬
心
尺
度

嫉
妬
心
を
測
定
す
る
尺
度
は
、
春
日(2010)

が
作
成
し
た
嫉

妬
場
面
と
嫉
妬
傾
向
尺
度
を
よ
り
洗
練
し
改
変
し
た
も
の(

北

村
，
緒
賀
，2011)

を
参
考
に
、
恋
人
と
の
関
係
に
お
け
る
嫉
妬

場
面
を
設
定
し
、
質
問
項
目
一
九
項
目
を
作
成
し
た
。
こ
の
尺
度

は
二
因
子
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
調
査
で

用
い
た
嫉
妬
場
面
は
「
あ
な
た
に
は
、
恋
人
Ｘ
が
い
る
。
Ｘ
は
、

あ
な
た
と
会
う
約
束
が
あ
っ
た
の
に
あ
な
た
と
同
姓
の
見
知
ら
ぬ

Ｙ
に
会
っ
て
い
る
。
Ｘ
は
、
あ
な
た
と
会
っ
て
い
る
と
き
で
も
Ｙ

の
話
ば
か
り
す
る
」
で
あ
り
、
こ
の
場
面
に
対
し
て
自
分
に
当
て

は
ま
る
も
の
を
「
当
て
は
ま
る
（
４
）」「
少
し
当
て
は
ま
る
（
３
）」

「
あ
ま
り
当
て
は
ま
ら
な
い
（
２
）」「
当
て
は
ま
ら
な
い
（
１
）」

の
四
件
法
で
回
答
を
求
め
た
。
嫉
妬
心
尺
度
で
は
、
得
点
が
高
い

ほ
ど
嫉
妬
を
感
じ
や
す
い
こ
と
を
示
す
。

⑥
束
縛
行
動
尺
度

束
縛
行
動
を
測
定
す
る
尺
度
は
、
堤
（2006

）
の
嫉
妬
傾
向

尺
度
を
参
考
に
、
質
問
項
目
一
〇
項
目
を
作
成
し
た
。
こ
の
尺
度

は
二
因
子
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
回
答
前
の

前
提
と
し
て
回
答
者
に
は
「
Ｘ
を
あ
な
た
の
好
き
な
人
（
ま
た
は

恋
人
）」
に
当
て
は
め
て
も
ら
い
、「
ど
の
程
度
嫉
妬
（
や
き
も
ち
）

を
す
る
か
、
当
て
は
ま
る
数
字
に
○
を
し
て
下
さ
い
」
と
記
述
し
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た
。
な
お
「
非
常
に
感
じ
る
（
４
）」「
か
な
り
感
じ
る
（
３
）」「
少

し
だ
け
感
じ
る
（
２
）」「
ま
っ
た
く
感
じ
な
い
（
１
）」
の
四
件

法
で
回
答
を
求
め
た
。
束
縛
行
動
尺
度
で
は
、
得
点
が
高
い
ほ
ど

束
縛
行
動
に
走
り
や
す
い
こ
と
を
示
す
。

四
．
結
果

（
１
）	

因
子
分
析

自
尊
感
情
尺
度
（
一
〇
項
目
）、
束
縛
心
尺
度
（
一
二
項
目
）、

自
己
愛
尺
度
（
二
五
項
目
）、
劣
等
感
尺
度
（
一
〇
項
目
）、
嫉
妬
心

尺
度
（
一
九
項
目
）、
束
縛
行
動
尺
度
（
一
〇
項
目
）
に
つ
い
て
そ

の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
因
子
分
析
（
主
因

子
法
・
バ
リ
マ
ッ
ク
ス
回
転
）
を
行
っ
た
。
ま
ず
、
自
尊
感
情
尺

度
一
〇
項
目
に
つ
い
て
得
点
分
布
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
い
く
つ

か
の
質
問
項
目
で
得
点
分
布
の
偏
り
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
得
点

分
布
の
偏
り
が
見
ら
れ
た
項
目
の
内
容
を
吟
味
し
た
と
こ
ろ
、
い

ず
れ
の
質
問
項
目
に
つ
い
て
も
自
尊
感
情
と
い
う
概
念
を
測
定
す

る
上
で
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
こ
こ
で

は
項
目
を
除
外
せ
ず
、
す
べ
て
の
質
問
項
目
を
以
降
の
分
析
対
象

と
し
た
。以
下
す
べ
て
の
尺
度
に
対
し
て
同
様
の
対
応
を
行
っ
た
。

①
自
尊
感
情
尺
度

自
尊
感
情
尺
度
一
〇
項
目
に
対
し
て
主
因
子
法
に
よ
る
因
子
分

析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
三
因
子
が
抽
出
さ
れ
た
。
第
一
因
子
は
五

項
目
で
構
成
さ
れ
、「
６
．
時
々
、
自
分
は
役
に
立
た
な
い
と
強

く
感
じ
る
（.705

）」
や
「
９
．
よ
く
私
は
落
ち
こ
ぼ
れ
だ
と
思
っ

て
し
ま
う
（.626

）」
な
ど
に
負
荷
が
高
い
た
め
、『
自
己
嫌
悪
』

と
命
名
し
た
（
α
係
数=.838

）。
第
二
因
子
は
三
項
目
で
構
成

さ
れ
、「
８
．
自
分
の
こ
と
を
も
う
少
し
尊
敬
で
き
た
ら
い
い
な

と
思
う
（.576

）」
や
「
１
．
私
は
自
分
自
身
に
満
足
し
て
い
る

（-.551

）」
な
ど
に
負
荷
が
高
い
た
め
、『
自
己
不
信
』
と
命
名
し

た
（
α
係
数=.718

）。
第
三
因
子
は
二
項
目
で
構
成
さ
れ
、「
３
．

私
に
は
結
構
長
所
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
（.647

）」
と
「
５
．

私
に
は
、
誇
れ
る
も
の
は
大
し
て
無
い
と
感
じ
る
（-.612

）」
に

負
荷
が
高
い
た
め
、『
自
信
』
と
命
名
し
た
（
α
係
数=.710

）。

②
束
縛
心
尺
度

束
縛
心
尺
度
一
二
項
目
に
対
し
て
主
因
子
法
に
よ
る
因
子
分
析

を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
二
因
子
が
抽
出
さ
れ
た
。
第
一
因
子
は
一
〇

項
目
で
構
成
さ
れ
、「
４
．
恋
人
の
行
動
を
把
握
し
て
お
き
た
い

（.809
）」
や
「
９
．
四
六
時
中
恋
人
が
何
を
し
て
い
る
の
か
気

に
な
る
（.668

）」
な
ど
に
負
荷
が
高
い
た
め
、『
束
縛
』
と
命
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名
し
た
（
α
係
数=.843

）。
第
二
因
子
は
二
項
目
で
構
成
さ
れ
、

「
５
．
恋
人
が
何
を
し
て
い
て
も
あ
ま
り
気
に
な
ら
な
い（.648

）」

と
「
10
．
恋
人
と
頻
繁
に
連
絡
を
取
ら
な
く
て
も
平
気
で
あ
る

（.543
）」
に
負
荷
が
高
い
た
め
、『
放
任
』
と
命
名
し
た
（
α
係

数=.560
）。

③
自
己
愛
尺
度

自
己
愛
尺
度
二
三
項
目
に
対
し
て
主
因
子
法
に
よ
る
因
子
分

析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
三
因
子
が
抽
出
さ
れ
た
。
第
一
因
子
は

一
二
項
目
で
構
成
さ
れ
、「
13
．
ち
ょ
っ
と
し
た
批
判
で
す
ぐ
傷

つ
け
ら
れ
る
（.826

）」
や
「
10
．
他
人
か
ら
批
判
さ
れ
る
と
憂

鬱
な
気
分
が
長
く
続
く
（.794

）」
な
ど
に
負
荷
が
高
い
た
め
、

『
過
敏
性
』
と
命
名
し
た
（
α
係
数=.885
）。
第
二
因
子
は
八
項

目
で
構
成
さ
れ
、「
２
．
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
才
能
を
持
っ
て
い
る

（.784

）」
や
「
い
つ
も
み
ん
な
の
注
目
の
的
で
あ
る
（.744

）」

な
ど
に
負
荷
が
高
い
た
め
、『
誇
大
性
』
と
命
名
し
た
（
α
係
数

=.845

）。
第
三
因
子
は
三
項
目
で
構
成
さ
れ
、「
24
．
集
団
の
中

で
他
人
が
注
目
し
て
く
れ
な
い
と
非
常
に
傷
つ
く
（.584

）」
や

「
11
．
人
よ
り
も
常
に
目
立
つ
存
在
で
あ
り
た
い
（.552

）」
な

ど
に
負
荷
が
高
か
っ
た
た
め
、『
支
配
』
と
命
名
し
た
（
α
係
数

=.745

）。

④
劣
等
感
尺
度

劣
等
感
尺
度
九
項
目
に
対
し
て
主
因
子
法
に
よ
る
因
子
分
析
を

行
っ
た
と
こ
ろ
、
二
因
子
が
抽
出
さ
れ
た
。
第
一
因
子
は
六
項

目
で
構
成
さ
れ
、「
７
．
す
ぐ
う
ろ
た
え
が
ち
で
あ
る
（.769

）」

や
「
９
．
何
か
に
つ
け
て
自
信
が
な
い
（.767

）」
な
ど
に
負
荷

が
高
い
た
め
、『
外
的
不
安
』
と
命
名
し
た
（
α
係
数=.824

）。

第
二
因
子
は
二
項
目
で
構
成
さ
れ
、「
１
．
失
敗
し
な
い
か
と
い

つ
も
心
配
で
あ
る
（.843

）」
な
ど
に
負
荷
が
高
い
た
め
、『
内

的
不
安
』
と
命
名
し
た
（
α
係
数=.689

）。

⑤
嫉
妬
心
尺
度

ま
ず
、
嫉
妬
心
尺
度
一
四
項
目
に
対
し
て
主
因
子
法
に
よ
る
因

子
分
析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
二
因
子
が
抽
出
さ
れ
た
。
第
一
因
子

は
一
〇
項
目
で
構
成
さ
れ
、「
１
．
自
分
は
Ｘ
に
と
っ
て
何
な
の

だ
ろ
う
と
思
う
（.794

）」
や
「
８
．
Ｘ
は
Ｙ
の
こ
と
が
好
き
な

の
で
は
な
い
か
と
疑
う（.742

）」な
ど
に
負
荷
が
高
い
た
め
、『
嫉

妬
と
恐
れ
』
と
命
名
し
た
（
α
係
数=.901

）。
第
二
因
子
は
四

項
目
で
構
成
さ
れ
、「
13
．
Ｘ
に
失
望
す
る
（.871

）」
や
「
11
．

Ｘ
に
怒
り
を
感
じ
る
（.728

）」
な
ど
に
負
荷
が
高
い
た
め
、『
怒

り
』
と
命
名
し
た
（
α
係
数=.785

）。

⑥
束
縛
行
動
尺
度
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束
縛
行
動
尺
度
一
〇
項
目
に
対
し
て
主
因
子
法
に
よ
る
因
子
分

析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
一
因
子
が
抽
出
さ
れ
た
。
因
子
の
名
前
は

堤
（2006

）
の
嫉
妬
傾
向
尺
度
を
参
考
に
『
社
会
的
関
係
』
と

命
名
し
た
（
α
係
数=.815

）。

 （
２
）	

下
位
尺
度
間
の
相
関
分
析

①
全
体

ま
ず
全
体
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
各
因
子
間
の
相
関
分
析
を
行
っ

た
結
果
、「
外
的
不
安
」
と
「
過
敏
性
」
に
高
い
正
の
相
関
が
認

め
ら
れ
た
（r=.788,p<.001
）。
つ
ま
り
、
外
的
不
安
が
高
く

な
る
ほ
ど
、
過
敏
に
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、「
自
信
」

と
「
自
己
嫌
悪
」（r=-.676,p<.001

）、「
自
信
」
と
「
自
己
不
信
」

（r=-.626,p<.001

）、「
過
敏
性
」と「
自
信
」（r=-.480,p<.001

）、

「
誇
大
性
」
と
「
自
己
嫌
悪
」（r=-.485,p<.001
）、「
誇
大
性
」

と
「
自
己
不
信
」（r=-.422,p<.001

）、「
外
的
不
安
」
と
「
自

信
」（r=-.485,p<.001

）、「
内
的
不
安
」
と
「
自
信
」（r=-

.405,p<.001

）
に
負
の
相
関
が
認
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
自
信

が
あ
る
人
ほ
ど
自
己
嫌
悪
を
抱
き
に
く
く
、
ま
た
自
信
の
あ
る
人

が
必
ず
し
も
自
己
不
信
感
情
を
抱
く
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
他
者
を
気
に
し
や
す
い
過
敏
性
の
人
は
自
信

が
な
く
、
自
分
に
自
信
の
あ
る
誇
大
性
の
人
は
自
己
嫌
悪
を
抱
き

に
く
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
誇
大
性
の
人
で
も

自
己
不
信
を
抱
き
に
く
い
と
い
う
結
果
も
得
ら
れ
た
。ま
た
外
的
・

内
的
関
係
な
く
劣
等
感
が
強
い
人
は
自
信
が
な
い
と
い
う
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。

②
男
性

次
に
下
位
尺
度
間
の
相
関
分
析
を
男
女
別
に
分
け
て
分
析

し
た
。
男
性
の
各
因
子
間
の
相
関
分
析
を
行
っ
た
結
果
、「
怒

り
」
と
「
嫉
妬
と
恐
れ
」
に
高
い
正
の
相
関
が
認
め
ら
れ
た

（r=.757,p<.001

）。
つ
ま
り
、
怒
り
を
感
じ
や
す
い
人
ほ
ど
嫉

妬
心
や
恐
れ
を
感
じ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、「
自
信
」

と
「
自
己
嫌
悪
」（r=-.584,p<.001

）、「
自
信
」
と
「
自
己
不
信
」

（r=-.578,p<.001

）
に
負
の
相
関
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は

①
の
全
体
の
結
果
と
同
様
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

③
女
性

次
に
女
性
の
各
因
子
間
の
相
関
分
析
を
行
っ
た
結
果
「
自

己
不
信
」
と
「
自
己
嫌
悪
」（r=.722,p<.001

）、「
誇
大

性
」
と
「
自
信
」（r=.766,p<.001

）、「
外
的
不
安
」
と

「
過
敏
性
」（r=.836,p<.001

）、「
内
的
不
安
」
と
「
過
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敏
性
」（r=.729,p<.001

）、「
内
的
不
安
」
と
「
外
的
不

安
」（r=.704,p<.001

）、「
社
会
的
関
係
」
と
「
束
縛
」

（r=.839,p<.001

）
に
高
い
正
の
相
関
関
係
が
認
め
ら
れ
た
。

つ
ま
り
、
自
己
不
信
を
抱
く
人
は
同
時
に
自
己
嫌
悪
も
抱
き
や
す

い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
外
的
・
内
的
関
係
な
く
劣
等
感

を
感
じ
や
す
い
人
ほ
ど
過
敏
に
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら

に
、
内
的
不
安
の
人
は
外
的
不
安
も
感
じ
や
す
く
、
束
縛
行
動

を
と
る
人
は
束
縛
心
を
抱
く
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、「
自

信
」
と
「
自
己
嫌
悪
」
に
高
い
負
の
相
関
が
認
め
ら
れ
た
（r=-

.708,p<.001

）。
つ
ま
り
自
信
の
あ
る
人
ほ
ど
自
己
嫌
悪
を
抱
き

に
く
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

（
３
）
重
回
帰
分
析
に
よ
る
検
討

①
全
体

　

自
尊
感
情
尺
度
の
各
因
子
次
元
を
独
立
変
数
と
し
、
過
敏

性
を
従
属
変
数
と
す
る
重
回
帰
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、

「
自
己
嫌
悪
（
β=.447,t=4.022,p<.001

）」
と
「
自
己
不
信

（
β=.207,t=1.950,p<.01

）」
が
有
意
な
正
の
効
果
を
及
ぼ

す
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
誇
大
性
を
従
属
変
数
と
し
た

重
回
帰
分
析
で
は
、「
自
信
（
β=.493,t=4.604,p<.001

）」

が
有
意
な
正
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、

支
配
を
従
属
変
数
と
し
た
重
回
帰
分
析
で
は
、「
自
信
（
β

=.483,t=3.808,p<.001

）」
が
有
意
な
正
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。

次
に
、
独
立
変
数
は
変
更
せ
ず
、
外
的
不
安
を
従
属
変

数
と
す
る
重
回
帰
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
自
己

嫌
悪
（
β=.380,t=3.435,p<.01

）」、「
自
己
不
信
（
β

=.274,t=2.591,p<.05

）」
が
有
意
な
正
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
内
的
不
安
を
従
属
変
数
に
し
た
と
こ

ろ
、
有
意
な
効
果
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
次
に
、
自
尊
感
情
尺

度
、
自
己
愛
尺
度
、
劣
等
感
尺
度
の
各
因
子
次
元
を
独
立
変
数
と

し
、
嫉
妬
と
恐
れ
を
従
属
変
数
と
す
る
重
回
帰
分
析
を
行
っ
た
。

そ
の
結
果
、「
過
敏
性
（
β=.350,t=2.108,p<.05

）」、「
内
的

不
安
（
β=.227,t=1.844,p<.10

）」
が
有
意
な
正
の
効
果
を

及
ぼ
す
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
怒
り
を
従
属
変
数
と
し

た
重
回
帰
分
析
で
は
「
過
敏
性
（
β=.473,t=2.610,p<.05

）」

が
有
意
な
正
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま

た
上
記
に
嫉
妬
心
尺
度
を
加
え
た
各
因
子
次
元
を
独
立
変

数
と
し
、
束
縛
を
従
属
変
数
と
す
る
重
回
帰
分
析
を
行
っ

た
。
そ
の
結
果
、「
誇
大
性
（
β=.283,t=2.345,p<.05

）」、
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「
支
配
（
β=.173,t=1.682,p<.10

）」、「
嫉
妬
と

恐

れ
（
β=.211,t=1.769,p<.10

）」、「

怒

り
（
β

=.224,t=2.056,p<.05

）」
が
有
意
な
正
の
効
果
を
及
ぼ
す

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
放
任
を
従
属
変
数
と
し
た
重
回

帰
分
析
で
は
「
自
己
不
信
（
β=-.280,t=1.922,p<.10

）」、

「
自
信
（
β=-.291,t=1.913,p<.10

）」
が
有
意
な
負
の

効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
次
に
、
上
記
に
束
縛

心
尺
度
を
加
え
た
各
因
子
次
元
を
独
立
変
数
と
し
、
社
会

的
関
係
を
従
属
変
数
と
す
る
重
回
帰
分
析
を
行
っ
た
。
そ

の
結
果
、「
誇
大
性
（
β=.239,t=.239,p<.01

）」、「
外

的
不
安
（
β=.177,t=1.715,p<.10
）」、「
嫉
妬
と

恐

れ
（
β=.161,t=1.825,p<.10
）」、「

束

縛
（
β

=.592,t=8.021,p<.001

）」
が
有
意
な
正
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。

以
上
の
結
果
を
パ
ス
図
に
示
し
た
も
の
がFigure1
で
あ
る
。

②
男
性

①
と
同
様
の
方
法
で
、
男
性
の
み
で
重
回
帰
分
析
を
行
っ

た
。
自
尊
感
情
尺
度
の
各
因
子
次
元
を
独
立
変
数
と
し
、
過

敏
性
を
従
属
変
数
と
す
る
重
回
帰
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結

果
、「
自
己
嫌
悪
（
β=.460,t=3.200,p<.01

）」
が
有
意

な
正
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
誇

大
性
を
従
属
変
数
と
し
た
重
回
帰
分
析
で
は
、「
自
信
（
β

=.360,t=2.222,p<.05

）」
が
有
意
な
正
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
支
配
を
従
属
変
数
と
し
た
重
回
帰
分

析
で
は
、「
自
信
（
β=.543,t=3.422,p<.01

）」、「
自
己
不
信

（
β=.289,t=1.762,p<.10

）」
が
有
意
な
正
の
効
果
を
及
ぼ
す

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

次
に
、
独
立
変
数
は
変
更
せ
ず
、
外
的
不
安
を
従
属
変

数
と
す
る
重
回
帰
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
自
己

嫌
悪
（
β=.448,t=3.189,p<.01

）」、「
自
己
不
信
（
β

=.280,t=2.005,p<.10

）」
が
有
意
な
正
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
内
的
不
安
を
従
属
変
数
に
し
た
と
こ

ろ
、
有
意
な
効
果
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

次
に
、
自
尊
感
情
尺
度
、
自
己
愛
尺
度
、
劣
等
感
尺
度
の

各
因
子
次
元
を
独
立
変
数
と
し
、
嫉
妬
と
恐
れ
を
従
属
変
数
と

す
る
重
回
帰
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
内
的
不
安
（
β

=.278,t=1.780,p<.10

）」
が
有
意
な
正
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
怒
り
を
従
属
変
数
と
し
た
重
回
帰
分

析
で
は
「
過
敏
性
（
β=.408,t=1.944,p<.10

）」
が
有
意
な

正
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
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次
に
、
上
記
に
嫉
妬
心
尺
度
を
加
え
た
各
因
子
次
元
を
独
立

変
数
と
し
、
束
縛
を
従
属
変
数
と
す
る
重
回
帰
分
析
を
行
っ

た
。
そ
の
結
果
、「
支
配
（
β=.247,t=1.685,p<.10

）」
が

有
意
な
正
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
放

任
を
従
属
変
数
と
し
た
重
回
帰
分
析
で
は
、「
外
的
不
安
（
β

=.400,t=2.130,p<.05

）」
が
有
意
な
正
の
効
果
を
、「
自
己
不

信
（
β=-.445,t=-2.450,p<.05

）」、「
自
信
（
β=-.347,t=-

.1882,p<.10

）」
が
有
意
な
負
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
。

次
に
、
上
記
に
束
縛
心
尺
度
を
加
え
た
各
因
子
次
元
を
独
立
変

数
と
し
、
社
会
的
関
係
を
従
属
変
数
と
す
る
重
回
帰
分
析
を
行
っ

た
。
そ
の
結
果
、「
誇
大
性
（
β=.238,t=2.488,p<.05

）」、「
束

縛（
β=.581,t=6.077,p<.001

）」が
有
意
な
正
の
効
果
を
、「
怒

り
（
β=.244,t=1.899,p<.10

）」、「
放
任
（
β=-.142,t=-

1.682,p<.01

）」
が
有
意
な
負
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
。

以
上
の
結
果
を
パ
ス
図
に
示
し
た
も
の
がFigure2

で
あ
る
。

③
女
性

①
、
②
と
同
様
の
方
法
で
、
女
性
の
み
で
重
回
帰
分
析
を

行
っ
た
。
自
尊
感
情
尺
度
の
各
因
子
次
元
を
独
立
変
数
と

し
、
過
敏
性
を
従
属
変
数
と
す
る
重
回
帰
分
析
を
行
っ
た
。
そ

の
結
果
、「
自
己
嫌
悪
（
β=.417,t=2.226,p<.05

）」
が

有
意
な
正
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に

誇
大
性
を
従
属
変
数
と
し
た
重
回
帰
分
析
で
は
、「
自
信
（
β

=.668,t=5.087,p<.001

）」
が
有
意
な
正
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
支
配
を
従
属
変
数
と
し
た
重
回
帰
分

析
で
は
、「
自
己
嫌
悪
（
β=.431,t=1.949,p<.10

）」、「
自
信

（
β=.365,t=1.865,p<.10

）」
が
有
意
な
正
の
効
果
を
及
ぼ
す

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
次
に
、
独
立
変
数
は
変
更
せ
ず
、
外
的
不

安
を
従
属
変
数
と
す
る
重
回
帰
分
析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
有
意
な

効
果
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
内
的
不
安
も
同
様
だ
っ
た
。

　

次
に
、
自
尊
感
情
尺
度
、
自
己
愛
尺
度
、
劣
等
感
尺
度
の
各

因
子
次
元
を
独
立
変
数
と
し
、
嫉
妬
と
恐
れ
を
従
属
変
数
と
す
る

重
回
帰
分
析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
有
意
な
効
果
は
確
認
さ
れ
な

か
っ
た
。
怒
り
も
同
様
だ
っ
た
。

　

さ
ら
に
上
記
に
嫉
妬
心
尺
度
を
加
え
た
各
因
子
次
元
を
独

立
変
数
と
し
、
束
縛
を
従
属
変
数
と
す
る
重
回
帰
分
析
を
行
っ

た
。
そ
の
結
果
、「
自
己
不
信
（
β=.367,t=2.255,p<.05

）」、

「
誇
大
性
（
β=.490,t=2.039,p<.05

）」、「
嫉
妬
と

恐

れ
（
β=.291,t=2.116,p<.05

）」、「

怒

り
（
β
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=.241,t=1.821,p<.10

）」
が
有
意
な
正
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
放
任
を
従
属
変
数
と
し
た
重
回
帰
分

析
で
は
「
支
配
（
β=-.454,t=-2.114,p<.05

）」
が
有
意
な

負
の
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

次
に
、
上
記
に
束
縛
心
尺
度
を
加
え
た
各
因
子
次
元
を

独
立
変
数
と
し
、
社
会
的
関
係
を
従
属
変
数
と
す
る
重

回
帰
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
嫉
妬
と
恐
れ
（
β

=.244,t=1.825,p<.10
）」
が
有
意
な
正
の
効
果
を
、「
束
縛
（
β

=-.671,t=4.147,p<.001
）」
が
有
意
な
負
の
効
果
を
及
ぼ
す

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
以
上
の
結
果
を
パ
ス
図
に
示
し
た
も
の
が

Figure3

で
あ
る
。

④
重
回
帰
分
析
結
果
の
男
女
比
較

Figure2, Figure3

の
パ
ス
図
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
男
女
間

で
い
く
つ
か
の
相
違
点
・
類
似
点
が
見
ら
れ
た
。
主
な
相
違
点
と

し
て
は
、
男
性
は
「
自
己
嫌
悪—

外
的
不
安
」「
自
己
不
信—
外

的
不
安
」
に
効
果
が
見
ら
れ
た
が
、
女
性
に
は
劣
等
感
に
つ
な
が

る
効
果
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
男
性
は
「
内
的
不
安—

嫉

妬
と
恐
れ
」
に
効
果
が
見
ら
れ
た
が
、
女
性
に
は
劣
等
感
か
ら
嫉

妬
心
に
つ
な
が
る
効
果
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
男
性
は

「
自
己
不
信—

放
任
」「
自
信—

放
任
」「
外
的
不
安—

放
任
」
に

効
果
が
見
ら
れ
た
が
、
女
性
に
は
放
任
に
つ
な
が
る
正
の
効
果
は

見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、男
性
は「
誇
大
性—

社
会
的
関
係
」「
支

配—

束
縛
」
に
効
果
が
見
ら
れ
た
が
、
女
性
は
「
嫉
妬
と
恐
れ—

束
縛
」「
怒
り—

束
縛
」「
嫉
妬
と
恐
れ—

社
会
的
関
係
」
に
効
果

が
見
ら
れ
た
。
以
上
が
主
な
相
違
点
で
あ
る
。

類
似
点
と
し
て
は
、男
女
と
も「
自
己
嫌
悪—

過
敏
性
」「
自
信—

誇
大
性
」「
自
信—

支
配
」
の
パ
ス
で
は
有
意
な
正
の
効
果
が
見

ら
れ
た
。 

 

四
．
考
察

本
研
究
は
、
大
学
生
の
恋
愛
に
お
い
て
自
尊
感
情
、
自
己
愛
、

劣
等
感
が
、
嫉
妬
心
や
束
縛
心
、
束
縛
行
動
へ
ど
の
よ
う
に
影
響

し
て
い
る
の
か
を
検
討
し
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い

て
性
差
が
あ
る
の
か
も
検
討
し
た
。

こ
こ
で
は
、
仮
説
に
沿
っ
て
、
考
察
を
行
う
。
ま
ず
初
め
に
、

尺
度
ご
と
に
因
子
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
自
尊
感
情
に
つ

い
て
三
因
子
が
抽
出
さ
れ
、
第
一
因
子
を
「
自
己
嫌
悪
」
因
子
、

第
二
因
子
を
「
自
己
不
信
」
因
子
、
第
三
因
子
を
「
自
信
」
因
子

と
命
名
し
た
。
自
己
愛
に
つ
い
て
三
因
子
が
抽
出
さ
れ
、
第
一
因
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子
を
「
過
敏
性
」
因
子
、
第
二
因
子
を
「
誇
大
性
」
因
子
、
第
三

因
子
を
「
支
配
」
因
子
と
命
名
し
た
。
劣
等
感
に
つ
い
て
二
因
子

が
抽
出
さ
れ
、第
一
因
子
を「
外
的
不
安
」因
子
、第
二
因
子
を「
内

的
不
安
」
因
子
と
命
名
し
た
。
嫉
妬
心
に
つ
い
て
二
因
子
が
抽
出

さ
れ
、
第
一
因
子
を
「
嫉
妬
と
恐
れ
」
因
子
。
第
二
因
子
を
「
怒

り
」因
子
と
命
名
し
た
。
束
縛
心
に
つ
い
て
二
因
子
が
抽
出
さ
れ
、

第
一
因
子
を
「
束
縛
」
因
子
、
第
二
因
子
に
「
放
任
」
因
子
と
命

名
し
た
。
束
縛
行
動
に
つ
い
て
、
一
因
子
が
抽
出
さ
れ
、「
社
会

的
不
安
」
と
命
名
し
た
。
次
に
本
研
究
の
仮
設
の
妥
当
性
に
つ
い

て
検
証
を
行
っ
た
。

仮
説
１
「
誇
大
性
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
が
高
い
男
性
ほ
ど
嫉
妬
心
が

高
い
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
重
回
帰
分
析
を
行
い
、
自
己
愛
の
「
誇
大
性
」
因
子
と
嫉

妬
心
の
関
連
性
を
検
討
し
た
結
果
、
嫉
妬
心
へ
の
正
の
関
連
性
は

見
ら
れ
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
仮
説
１
は
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
原
因
と
し
て
北
村
・
緒
賀
（2011

）
の
「
異
性
と
の
交
際

体
験
の
欠
如
か
ら
性
に
対
す
る
憧
れ
あ
る
い
は
理
想
化
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
、
嫉
妬
が
喚
起
さ
れ
る
状
況
で
も
「
不
満
」
感
情
が
低

い
の
か
も
し
れ
な
い
。」
と
い
う
推
測
が
本
研
究
に
も
当
て
は
ま

る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
研
究
で
も
、
恋
人
が
い
る
と
回
答
し
た
人

は
、
全
体
の
約
二
割
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
自
己
愛
尺
度

で
は
、
自
分
の
こ
と
な
の
で
回
答
で
き
た
が
、
第
三
者
が
関
わ
っ

て
く
る
嫉
妬
場
面
で
は
、
実
際
の
嫉
妬
体
験
が
な
い
た
め
に
、
そ

の
よ
う
な
状
況
を
想
像
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
今

後
の
研
究
で
は
、
恋
人
が
い
る
と
回
答
し
た
人
だ
け
の
デ
ー
タ
を

新
た
に
収
集
し
て
、
仮
説
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
誇
大
性
か
ら
嫉
妬
心
に
は
関
連
し
な
か
っ
た
が
、
束
縛

心
を
経
て
束
縛
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
こ
の
結
果
は
、「
誇

大
自
己
愛
傾
向
の
あ
る
人
は
、
攻
撃
性
が
強
く
、
欲
求
不
満
耐
性

が
低
い
。」
と
す
るkernberg

に
基
づ
い
た
上
地
（2009

）
の

指
摘
と
、「
誇
大
性
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
強
い
人
が
相
手
に
危
害
を

加
え
る
可
能
性
の
あ
る
報
復
行
動
を
取
り
や
す
い
」と
す
る
北
村
・

緒
賀
（2011

）
の
指
摘
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
研
究
の
被

験
者
の
場
合
、
自
己
愛
の
誇
大
性
は
嫉
妬
心
に
は
直
接
、
影
響
し

な
か
っ
た
が
、
束
縛
心
を
通
じ
て
束
縛
行
動
に
効
果
を
及
ぼ
し
た

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
束
縛
心
や
束
縛
行
動
は
、
当
事
者
と
恋
人
の
み
の
項

目
で
あ
り
、
嫉
妬
の
対
象
が
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
過
去
の

恋
愛
経
験
や
自
ら
の
恋
愛
観
で
想
像
し
て
回
答
で
き
る
内
容
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
他
の
変
数
と
の
関
連
が
現
れ
た
も
の
と
思
わ
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れ
る
。
つ
ま
り
誇
大
性
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
強
い
人
は
上
記
の
上
地

（2009

）
や
北
村
・
緒
賀
（2011

）
の
述
べ
て
い
た
よ
う
に
攻

撃
性
が
強
い
こ
と
や
報
復
行
動
を
取
り
や
す
い
と
い
う
攻
撃
的
な

行
動
や
思
考
に
よ
っ
て
、
相
手
を
支
配
し
た
い
と
い
う
思
い
や
執

拗
に
相
手
に
こ
だ
わ
る
束
縛
心
や
束
縛
行
動
と
関
連
を
示
し
た
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

仮
説
２
「
自
尊
感
情
の
高
い
男
性
ほ
ど
束
縛
行
動
を
取
ろ
う
と

し
な
い
で
あ
ろ
う
。」

ま
ず
自
尊
感
情
と
束
縛
行
動
と
の
関
連
性
を
検
討
す
る
た
め

に
、
男
性
に
つ
い
て
重
回
帰
分
析
し
た
結
果
、
自
尊
感
情
の
「
自

己
不
信
」
は
束
縛
心
の
「
放
任
」
に
有
意
な
負
の
関
連
性
を
示
し

た
。
こ
の
結
果
は
自
己
不
信
の
低
い
男
性
、
あ
る
い
は
自
尊
感
情

の
高
い
男
性
ほ
ど
放
任
し
よ
う
と
す
る
た
め
、
束
縛
行
動
を
取
ろ

う
と
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
仮
説
２
は

一
部
支
持
さ
れ
た
と
い
え
る
。

ま
た
自
己
嫌
悪
と
自
己
不
信
な
自
尊
感
情
を
持
つ
男
性
ほ
ど
、

劣
等
感
の
「
外
的
不
安
」
を
通
じ
て
束
縛
心
の
「
放
任
」
と
有
意

な
正
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
自
尊
感
情
の
低
い
男

性
は
劣
等
感
を
高
め
て
、
相
手
を
放
任
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
つ
ま
り
自
己
嫌
悪
や
自
己
不
信
の
高
い
男
性
は
自
分
に
自
信

が
な
い
た
め
に
、
女
性
を
束
縛
し
よ
う
と
し
な
い
、
あ
る
い
は
束

縛
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。今
後
の
研
究
で
は
、

仮
説
１
と
同
様
、
恋
人
が
い
る
と
回
答
し
た
人
だ
け
の
デ
ー
タ
を

再
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

仮
説
３
「
過
敏
性
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
高
い
男
性
ほ
ど
女
性
に
対

す
る
束
縛
行
動
が
強
く
な
る
で
あ
ろ
う
。」

ま
ず
、
過
敏
性
の
高
い
男
性
と
束
縛
行
動
の
関
連
性
を
検
討
す

る
た
め
に
、
男
性
に
つ
い
て
重
回
帰
分
析
し
た
結
果
、
過
敏
性
は

直
接
、
束
縛
行
動
に
有
意
な
影
響
を
与
え
な
い
た
め
仮
説
３
は
支

持
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
自
己
愛
の
「
過
敏
性
」
は
嫉
妬
心
の

「
怒
り
」
を
経
て
、有
意
で
は
な
い
が
束
縛
行
動
の
「
社
会
的
不
安
」

に
正
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
し
た
が
っ
て
過
敏
性
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム

の
高
い
男
性
は
嫉
妬
心
を
通
じ
て
束
縛
行
動
を
示
す
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
と
い
え
る
。

こ
れ
は
北
村
・
緒
賀
（2011

）
の
過
敏
性
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の

強
い
男
性
は
、
羨
ま
し
さ
と
ひ
が
み
の
感
情
が
湧
き
、
苛
立
ち
を

感
じ
や
す
く
な
る
と
い
う
指
摘
が
支
持
さ
れ
た
と
い
え
る
。
つ
ま

り
、
周
囲
を
気
に
す
る
傷
つ
き
や
す
い
過
敏
性
の
あ
る
男
性
は
、

第
三
者
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
恋
愛
場
面
で
は
、
嫉
妬
心
か
ら
の

苛
立
ち
を
感
じ
て
、
そ
の
結
果
、
束
縛
行
動
を
取
ろ
う
と
す
る
こ
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と
を
意
味
し
て
い
る
。

ま
た
、
誇
大
性
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
男
性
も
束
縛
行
動
と
の
関
連

性
が
見
ら
れ
た
が
、
誇
大
性
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
男
性
の
場
合
は
、

嫉
妬
心
を
抱
か
ず
に
直
接
、
束
縛
行
動
を
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。

本
研
究
で
は
本
学
の
学
生
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
が
、

本
学
は
男
子
学
生
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
た
め
、
仮
説
も
男

性
中
心
の
仮
説
が
立
て
ら
れ
た
。
今
後
の
研
究
で
は
女
子
大
学
な

ど
で
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
女
性
を
対
象
と
し
た
よ
り
詳
し
い
嫉
妬

心
や
束
縛
心
、
束
縛
行
動
へ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

謝
辞

こ
の
研
究
を
卒
業
論
文
と
し
て
形
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た

の
は
、担
当
し
て
い
た
だ
い
た
松
田
幸
弘
教
授
の
熱
心
な
ご
指
導
、

ま
た
、
松
田
ゼ
ミ
研
究
室
の
皆
様
や
本
学
の
学
生
が
貴
重
な
時
間

を
割
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
お
か
げ
で

す
。
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
皆
様
へ
心
か
ら
の
感
謝
の
気
持
ち
と

御
礼
を
申
し
上
げ
た
く
、
謝
辞
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

引
用
文
献

石
川
実
（2009

）.

嫉
妬
と
羨
望
の
社
会
学　

世
界
思
想
社
出
版

稲
永
要
（2010

）「
過
敏
型
」
自
己
愛
傾
向
と
自
己
不
完
全
感
お

よ
び
空
虚
感
と
そ
の
関
連　

九
州
大
学
大
学
院
人
間
環
境

学
府11, p. 135-143

小
塩
真
司
（2002

）.

青
年
の
自
己
愛
傾
向
の
研
究　

—

理
論
と

実
証
の
間—

　

第
３
回
心
理
コ
ロ
キ
ウ
ム
資
料

北
村
美
菜
子
・
緒
賀
郷
志
（2011

）.

大
学
生
の
嫉
妬
に
及
ぼ
す

自
己
愛
的
傾
向
の
影
響　

岐
阜
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告. 

人
文
科
学 60(1), p.145-156

社
会
心
理
学
用
語
辞
典　

北
大
路
書
房

高
橋
智
子
（1998

）
青
年
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
関
す
る
研
究

―
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
２
つ
の
側
面
を
測
定
す
る
尺
度
の
作

成
―　

日
本
教
育
心
理
学
会40

回
総
会
発
表
論
文
集　

p.147
堤　

雅
雄
（2006

）.

嫉
妬
と
自
己
愛
：
自
己
愛
欲
求
が
嫉
妬
感

情
を
喚
起
さ
せ
る
の
か　

島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人

文
社
会
科
学
）
第39

巻 p.39-43 



56

深
田
博
己
・
坪
田
雄
二
（1990

）.

恋
愛
関
係
に
お
け
る
嫉
妬
の

研
究　

広
島
大
学
教
育
学
部
紀
要. 

第
一
部 38

号 p.207
藤
島
喜
嗣
（2005

）
異
性
の
対
人
魅
力
に
対
す
る
社
会
的
望

ま
し
さ
と
類
似
性
の
効
果—

調
整
要
因
と
し
て
の
関
係
期

間—
　

昭
和
女
子
大
学
人
間
社
会
学
部
紀
要
「
学
苑
」
第

772

号　

p.11-20.

武
藤
隆
・
佐
久
間
路
子
（2006

）
自
己
意
識
は
ど
の
よ
う
に
育
っ

て
い
く
の
か　

人
間
・
環
境
学
，
第20 

巻
，p.1-11. 

（
人
間
科
学
部
二
〇
一
四
年
度
卒
業
生
）



大学生の恋愛における嫉妬が束縛行動に及ぼす影響について

57

 



58

 



大学生の恋愛における嫉妬が束縛行動に及ぼす影響について

59

 



60

特
集
　
卒
業
研
究
最
前
線

池
田　

百
合
絵

個
人
の
文
化
的
要
因
と
顧
客
満
足
・
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ

第
１
章　
背
景
と
目
的

第
１
節　
研
究
の
背
景

嶋
口
（1994

）
に
よ
る
と
，
顧
客
満
足
の
追
求
の
程
度
や
性

格
は
，
時
代
に
よ
っ
て
多
様
に
変
化
す
る
。1950

年
代
，
経
営

に
お
け
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
役
割
が
「
顧
客
満
足
（Custom

er 
Satisfaction

。
以
下
，CS

）」
と
い
う
目
的
の
た
め
に
，
事
業

の
中
核
機
能
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。CS

や
顧
客
志
向
の
重
要
さ

が
認
識
さ
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
。1960

年
代
，CS

の
思
想
は

定
着
し
た
も
の
の
，
直
接
的
な
政
策
と
評
価
を
引
き
出
す
ま
で
に

は
至
ら
な
か
っ
た
。
現
実
に
は
，
シ
ェ
ア
や
利
潤
が
再
重
要
視
さ

れ
続
け
た
時
代
で
あ
っ
た
。1970

年
代
，CS

は
，
現
状
の
満

足
状
況
の
測
定
を
ベ
ー
ス
に
，
不
満
を
い
か
に
修
復
し
，
次
な
る

積
極
的
な
満
足
向
上
に
向
け
る
べ
き
か
と
い
う
針
路
を
示
し
た
。

し
か
し
，70

年
代
後
半
か
ら
起
こ
っ
て
き
た
市
場
の
停
滞
・
成

熟
に
よ
り
，
尻
す
ぼ
み
に
な
っ
て
い
っ
た
。1980

年
代
，
成
熟

市
場
・
成
熟
経
済
の
下
で
，
企
業
は
生
き
残
り
を
か
け
激
し
い
競

争
対
抗
を
行
っ
た
。
悠
長
なCS

と
い
う
テ
ー
マ
よ
り
，
い
か
に

直
接
的
に
相
手
に
勝
つ
か
と
い
う
競
争
戦
略
が
優
先
さ
れ
た
。
そ

の
帰
結
と
し
て
，競
争
テ
ー
マ
が
市
場
獲
得
競
争
で
あ
る
な
ら
ば
，

顧
客
の
満
足
を
得
な
け
れ
ば
勝
利
を
実
現
で
き
な
い
と
い
う
認
識

が
生
ま
れ
た
。

そ
れ
に
伴
い
，
今
日
「CS

」
の
テ
ー
マ
が
経
営
分
野
で
重
要

視
さ
れ
，CS

の
時
代
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。
同
時

に
研
究
面
で
も
幅
広
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
例
え
ば
，
川
原

（2002
），
藤
居
（2008

）
な
ど
）。
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し
か
し
，
個
人
の
文
化
的
要
因
や
価
値
観
に
焦
点
を
当
て
た
研

究
は
少
な
い
。
日
頃
，
関
西
人
は
安
く
買
っ
た
商
品
を
，
関
東
人

は
高
く
買
っ
た
商
品
を
，
そ
れ
ぞ
れ
自
慢
し
た
い
傾
向
が
あ
る
な

ど
と
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
消
費
に
関
す
る
地
域

の
文
化
的
特
徴
が
あ
る
と
す
れ
ば
，
経
営
の
分
野
で
重
要
な
テ
ー

マ
と
な
っ
て
い
るCS

や
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
に
も
地
域
差
が
あ
り
，

地
域
別
の
戦
略
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
，
本
論
文
は
，
個
人
の
文
化
的
要
因
とCS

・
ロ
イ
ヤ

リ
テ
ィ
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
こ
で
，CS

と
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
を
書
き
分
け
る
こ
と
に
関
し

て
特
筆
す
る
。CS

に
関
す
る
調
査
に
お
い
て
，
し
ば
し
ば
「
ロ

イ
ヤ
リ
テ
ィ
＝CS

」
と
い
う
構
図
が
使
用
さ
れ
て
い
る
（
例
え

ば
，
高
橋
（1998

），Aaker

（1994

）
な
ど
）。CS

が
向
上
す

る
と
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
も
そ
れ
に
伴
い
増
加
す
る
な
ら
ば
，
こ
の
構

図
は
正
し
い
と
言
え
る
。
し
か
し
，最
近
，顧
客
満
足
度
が
高
ま
っ

て
も
売
上
げ
が
下
落
す
る
と
い
う
，「
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ

≠CS
」
の

事
例
が
い
く
つ
か
報
告
さ
れ
て
い
る
（Jones et al. (1995)
，

Zeitham
l et al.

（1996

）
な
ど
）。
佐
藤
（2000

）
は
，「
ロ

イ
ヤ
リ
テ
ィ

≠CS

」
を
説
明
し
て
お
り
，
山
本
ら
（2000

）
は

こ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
調
査
し
，
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
た

め
，
本
論
文
に
お
い
て
も
，CS

と
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
を
書
き
分
け

る
こ
と
と
す
る
。

　

 第
２
節　
関
連
す
る
既
往
研
究

（
１
）
国
家
間
で
の
研
究

国
を
単
位
と
し
た
文
化
に
関
す
る
研
究
や
著
書
は
多
い
が

（H
ofstede et al.

（1991

）），
そ
の
よ
う
な
文
化
的
要
因
を
考

慮
し
てCS

や
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
の
構
造
に
迫
っ
た
研
究
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
張
ら
（2008

）
の
研
究
に
，
日
本
と
中
国
の
文
化
的

要
因
を
考
慮
し
，
国
ご
と
の
文
化
的
要
因
，CS

，
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ

の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
研
究
が
あ
る
。
こ
の
研
究
で

は
，H

ofstede

に
よ
る
文
化
の
多
次
元
モ
デ
ル
（
第
１
章
の
第

５
節
で
説
明
す
る
）
よ
り
，
５
つ
の
次
元
を
文
化
的
要
因
と
定
義

し
て
調
査
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
，
張
ら
（2008

）
の
研
究
に
関
し
て
は
，
日
本
で
行

わ
れ
た
東
京
の
大
学
生
一
五
名
へ
の
予
備
調
査
の
結
果
し
か
発
表

さ
れ
て
い
な
い
。

（
２
）
日
本
国
内
で
の
研
究

荻
久
保
ら
（2008

）
に
よ
る
と
，90

年
代
初
頭
か
ら
，ACSI
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（Am
erican Custom

er Satisfaction Index

）
を
は
じ
め
と

す
る
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
の
顧
客
満
足
度
調
査
が
企
業
，
産
業
，
国

家
経
済
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
用
い
，

荻
久
保
ら
（2007

）
は
９
カ
国
の
顧
客
満
足
度
を
比
較
し
，
経

済
自
由
度
や
国
民
文
化
の
影
響
を
指
摘
し
た
。こ
れ
を
踏
ま
え
て
，

国
家
レ
ベ
ル
の
指
標
は
個
人
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
算
出
さ
れ
る
こ

と
か
ら
，
個
人
レ
ベ
ル
で
も
文
化
的
要
因
が
消
費
者
行
動
に
有
効

に
作
用
す
る
と
い
う
仮
説
を
基
に
，
文
化
的
要
因
（H

ofstede

の
文
化
モ
デ
ル
を
採
用
）
が
顧
客
満
足
度
に
与
え
る
影
響
と
，
再

購
買
意
図
へ
と
結
び
つ
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
分
析
し
て
い

る
。調

査
結
果
と
し
て
，
個
人
の
持
つ
文
化
的
要
因
や
価
値
観
が
，

国
家
レ
ベ
ル
と
同
様
に
，
顧
客
満
足
度
や
再
購
買
意
図
に
影
響
す

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
加
え
て
，「
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
コ

ス
ト
が
高
い
場
合
，
文
化
的
要
因
が
顧
客
満
足
度
に
影
響
を
与
え

る
」
こ
と
と
，「
多
様
性
追
求
欲
求
と
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
コ
ス
ト
と

顧
客
満
足
度
が
，
再
購
買
意
図
に
影
響
を
与
え
る
」
こ
と
を
分
析

に
よ
り
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
結
果
は
，
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
製
品
開
発
に
も
応
用

で
き
る
。
例
え
ば
，
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
コ
ス
ト

を
高
め
る
と
，
顧
客
を
囲
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
が
，
個
人
主
義

の
高
い
顧
客
層
に
は
通
用
し
づ
ら
く
，
不
確
実
性
の
回
避
の
高
い

顧
客
層
に
はCS

の
低
下
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
。

 

第
３
節　
研
究
の
目
的

前
節
で
紹
介
し
た
荻
久
保
ら
（2008

）
の
調
査
で
，
個
人
の

文
化
的
要
因
が
，
顧
客
満
足
度
や
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
と
関
係
が
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
た
。
日
本
国
内
の
各
地
域
に
お
け
る
文
化
的
特
徴

が
明
ら
か
に
な
れ
ば
，
地
域
に
適
し
た
新
た
な
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

戦
略
の
有
効
性
を
示
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。加
え
て
，

地
域
別
の
文
化
的
要
因
を
考
慮
し
てCS

や
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
の
構

造
を
分
析
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
明
ら
か
に
で
き
る
だ
ろ
う
。

本
研
究
で
は
，
日
本
人
に
は
地
域
別
の
文
化
的
特
徴
が
あ
る
の

か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
，
新
た
な
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
の

可
能
性
を
見
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

第
４
節　
論
文
の
構
成

本
研
究
は
，「
第
１
章　

背
景
と
目
的
」「
第
２
章　

研
究
の
方

法
」「
第
３
章　

結
果
及
び
考
察
」「
第
４
章　

結
論
」
か
ら
構
成

さ
れ
る
。
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第
１
章
で
は
，
本
研
究
の
関
連
分
野
，
特
にCS

に
つ
い
て
の

背
景
や
，
こ
れ
に
関
係
す
る
研
究
に
つ
い
て
，
既
往
文
献
を
参
考

に
説
明
す
る
。
そ
こ
か
ら
，
本
論
文
の
重
要
性
を
示
す
。

第
２
章
で
は
，
本
研
究
の
調
査
方
法
に
つ
い
て
記
述
す
る
。

第
３
章
で
は
，
調
査
結
果
を
ま
と
め
，
そ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る

こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
。

第
４
章
で
は
，
本
研
究
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
や
，

今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。

 

第
５
節　
本
研
究
に
用
い
る
重
要
な
術
語

（
１
）
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
ー
（loyalty
）

デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
（
小
学
館
，2014
）
に
よ
る
と
，（「
ロ
イ

ヤ
ル
テ
ィ
ー
）
と
も
）
忠
誠
心
，
ま
た
誠
実
さ
を
意
味
す
る
。
さ

ら
に
，im

idas

（
集
英
社
，2008

）
に
よ
る
と
，
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
に
お
い
て
は
，
好
き
，
信
頼
し
て
い
る
，
ず
っ
と
利
用
し
た

い
と
い
う
こ
と
を
指
す
。
特
定
の
ブ
ラ
ン
ド
に
対
す
る
ロ
イ
ヤ
リ

テ
ィ
を
ブ
ラ
ン
ド
・
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
と
呼
び
，
こ
の
ブ
ラ
ン
ド
が

好
き
，
こ
れ
に
決
め
て
い
る
，
ず
っ
と
使
い
た
い
と
い
う
状
況
を

作
り
出
す
こ
と
を
い
う
。

（
２
）H
ofstede

の
多
次
元
モ
デ
ル

H
ofstede

ら
（1991

）
は
，
国
民
文
化
の
違
い
を
表
す
指
標

と
し
て
，文
化
の
多
次
元
モ
デ
ル
を
開
発
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
，

全
６
種
類
の
次
元
に
つ
い
て
の
定
義
と
説
明
は
，
以
下
の
よ
う
に

な
る
。

①
「
権
力
格
差
」

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
制
度
や
組
織
に
お
い
て
，
権
力
の
弱
い
成
員

が
，
権
力
が
不
平
等
に
分
布
し
て
い
る
状
況
を
予
期
し
，
受
け
入

れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

権
力
格
差
の
小
さ
な
組
織
で
は
部
下
は
上
司
に
依
存
す
る
の
で

は
な
く
，
上
司
か
ら
相
談
さ
れ
る
こ
と
を
好
ん
で
い
る
（
相
互
依

存
）。
反
対
に
，
権
力
格
差
の
大
き
な
組
織
で
は
，
部
下
は
上
司

に
か
な
り
依
存
し
て
い
る
。

②
「
個
人
主
義–

集
団
主
義
」

価
値
観
お
よ
び
行
動
形
式
に
お
い
て
個
人
を
重
視
す
る
度
合
い

の
こ
と
で
あ
る
。

個
人
主
義
を
特
徴
と
す
る
社
会
で
は
，
個
人
と
個
人
の
結
び
つ

き
は
ゆ
る
や
か
で
あ
る
。
人
は
そ
れ
ぞ
れ
，
自
分
と
肉
親
の
面
倒

を
み
れ
ば
よ
い
。
個
人
主
義
の
強
い
文
化
の
人
々
は
，「
個
人
の

時
間
」「
自
由
」「
や
り
が
い
」
を
重
視
す
る
。
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集
団
主
義
を
特
徴
と
す
る
社
会
で
は
，
人
は
生
ま
れ
た
と
き
か

ら
，
メ
ン
バ
ー
同
士
の
結
び
つ
き
の
強
い
内
集
団
（
個
人
の
属
す

る
集
団
）
に
統
合
さ
れ
る
。
人
は
そ
の
集
団
か
ら
生
涯
に
わ
た
っ

て
保
護
さ
れ
る
。
集
団
主
義
の
強
い
文
化
の
人
々
は
，「
訓
練
」「
作

業
環
境
」「
技
能
の
発
揮
」
を
重
視
す
る
。

③
「
男
性
ら
し
さ–

女
性
ら
し
さ
」

社
会
生
活
で
の
男
女
の
性
別
役
割
の
明
確
さ
や
，
自
己
主
張
の

強
い
態
度
が
望
ま
れ
る
度
合
い
を
表
す
。

感
情
面
で
の
性
別
役
割
が
明
確
に
区
別
で
き
る
社
会
は
男
性
ら

し
い
と
い
わ
れ
る
。
男
性
ら
し
い
社
会
で
は
，
男
性
は
自
己
主
張

が
強
く
た
く
ま
し
く
物
質
的
な
成
功
を
め
ざ
す
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
て
お
り
，
女
性
は
男
性
よ
り
謙
虚
で
優
し
く
生
活
の
質
に
関
心

を
払
う
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

感
情
面
で
の
性
別
役
割
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
社
会
は
女
性
ら

し
い
と
い
わ
れ
る
。
女
性
ら
し
い
社
会
で
は
，
男
性
も
女
性
も
謙

虚
で
優
し
く
生
活
の
質
に
関
心
を
払
う
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。④

「
不
確
実
性
の
回
避
」

あ
る
文
化
の
成
員
が
あ
い
ま
い
な
状
況
や
未
知
の
状
況
に
対
し

て
脅
威
を
感
じ
る
程
度
で
あ
る
。

不
確
実
性
の
回
避
の
強
い
文
化
の
人
々
は
，
忙
し
そ
う
で
，
ソ

ワ
ソ
ワ
と
し
て
い
て
，
感
情
的
で
，
攻
撃
的
で
，
疑
い
深
い
。

不
確
実
性
の
回
避
の
弱
い
文
化
の
人
々
は
，
鈍
重
で
，
物
静
か

で
，気
楽
そ
う
で
，無
気
力
で
，抑
制
さ
れ
て
い
て
，怠
惰
で
あ
る
。

⑤
「
長
期
志
向–

短
期
志
向
」

長
期
志
向
は
将
来
の
報
酬
を
志
向
す
る
徳
，
な
か
で
も
忍
耐
と

倹
約
を
促
す
。

短
期
志
向
は
過
去
と
現
在
に
関
す
る
徳
，
な
か
で
も
伝
統
の
尊

重
，「
面
子
」
の
維
持
，
社
会
的
な
義
務
の
達
成
を
促
す
。

⑥
「
放
縦–

抑
制
」

放
縦
は
，
人
生
を
味
わ
い
楽
し
む
こ
と
に
か
か
わ
る
人
間
の
基

本
的
か
つ
自
然
な
欲
求
を
比
較
的
自
由
に
満
た
そ
う
と
す
る
傾
向

を
示
す
。

抑
制
は
，
厳
し
い
社
会
規
範
に
よ
っ
て
欲
求
の
充
足
を
抑
え
，

制
限
す
べ
き
だ
と
い
う
信
念
を
示
し
て
い
る
。

（
３
）
ス
イ
ッ
チ
ン
グ–

コ
ス
ト （sw

itching cost

）

顧
客
が
，
利
用
し
て
い
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
別
の
企
業
の
同

様
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
切
り
替
え
る
際
に
，
負
担
す
る
費
用
。

変
更
手
続
き
の
複
雑
さ
な
ど
に
起
因
す
る
心
理
的
な
負
担
な
ど
も
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含
ま
れ
る
。
乗
り
換
え
コ
ス
ト
。
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
費
用
。（
デ
ジ

タ
ル
大
辞
泉
（
小
学
館
，2014

））

（
４
）
多
様
性
追
求
欲
求

特
に
理
由
も
な
く
過
去
に
も
っ
と
も
好
ん
で
い
た
ブ
ラ
ン
ド
か

ら
他
の
ブ
ラ
ン
ド
へ
移
る
こ
と
や
，
不
規
則
に
複
数
の
ブ
ラ
ン
ド

間
で
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
行
動
を
繰
り
返
す
こ
と
で
あ
る
。

好
奇
心
，
変
化
に
対
す
る
願
望
や
製
品
選
択
に
お
け
る
リ
ス
ク

テ
イ
キ
ン
グ
行
動
な
ど
と
い
っ
た
個
人
の
価
値
観
に
依
存
す
る
。

（
荻
久
保
ら
（2008

））

 

第
２
章　
研
究
の
方
法

荻
久
保
ら
（2007

，2008

）
の
調
査
で
，CS
と
ロ
イ
ヤ
リ

テ
ィ
に
関
係
す
る
文
化
要
因
は
，H

ofstede

に
よ
る
多
次
元
モ

デ
ル
の
う
ち
，「
個
人
主
義–

集
団
主
義
」
と
「
不
確
実
性
の
回
避
」

の
２
つ
の
次
元
だ
と
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
，
こ
の

２
つ
の
次
元
に
絞
っ
た
文
化
的
要
因
に
関
し
て
，
日
本
人
に
は
地

域
別
の
文
化
的
特
徴
が
あ
る
の
か
，既
存
研
究
の
調
査
を
行
っ
た
。

第
３
章　
結
果
及
び
考
察

第
１
節　

CS

と
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
研
究

第
１
章
第
２
節
に
お
い
て
，
日
本
国
内
に
お
け
る
関
連
研
究
と

し
て
紹
介
し
た
荻
久
保
ら
（2008

）
の
研
究
に
つ
い
て
，
結
論

に
至
っ
た
内
容
に
関
し
て
詳
し
く
説
明
す
る
。

荻
久
保
ら
（2007

）
の
研
究
で
，
日
本
を
含
め
た
９
ヵ
国
の

CS

の
３
年
分
の
デ
ー
タ
とH

ofstede

の
各
文
化
次
元
（
権
力

格
差
・
個
人
主
義–

集
団
主
義
・
男
性
ら
し
さ–

女
性
ら
し
さ
・

不
確
実
性
の
回
避
の
４
つ
の
次
元
を
採
用
し
て
い
る
）
と
の
相
関

を
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
，CS

は
４
つ
の
次
元
の
中
で
，「
不
確

実
性
の
回
避
」と
有
意
な
負
の
相
関
を
，「
個
人
主
義–

集
団
主
義
」

と
有
意
な
正
の
相
関
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
結
果
か
ら
，
荻
久
保
ら
（2008

）
は
，
２
つ
の
仮
説
を

提
示
し
た
。

仮
説
１
と
し
て
，
国
家
レ
ベ
ル
の
分
析
と
同
様
に
個
人
レ
ベ
ル

で
も
，CS

は
「
不
確
実
性
の
回
避
」
と
負
の
相
関
が
あ
り
，「
個

人
主
義–

集
団
主
義
」
と
正
の
相
関
が
あ
る
と
予
想
し
た
。

さ
ら
に
，
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
の
要
因
と
し
て
広
く
研
究
さ
れ
て
い

る
の
は
，
文
化
か
ら
派
生
す
る
価
値
観
の
中
で
は
多
様
性
追
求
欲
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求
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
，「
個
人
主
義–

集
団
主
義
」
が
高

く
「
不
確
実
性
の
回
避
」
が
弱
い
人
ほ
ど
，
リ
ス
ク
を
恐
れ
ず
新

し
い
も
の
を
試
そ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
た
め
，
多
様
性
追
求
欲

求
は
「
個
人
主
義–

集
団
主
義
」
と
正
の
相
関
が
あ
り
，「
不
確

実
性
の
回
避
」
と
負
の
相
関
が
あ
る
と
予
想
し
た
。

仮
説
２
と
し
て
，「
個
人
主
義–

集
団
主
義
」
は
多
様
性
追
求

欲
求
に
正
の
影
響
を
与
え
，「
不
確
実
性
の
回
避
」
は
負
の
影
響

を
与
え
る
と
予
想
し
た
。

ま
た
，
多
様
性
追
求
欲
求
は
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
に
負
の
影
響
を
与

え
る
が
，
そ
の
影
響
の
強
さ
は
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
異
な

る
と
予
想
し
た
。

こ
れ
ら
の
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
，
文
化
的
要
因
・
多
様
性

追
求
欲
求
・
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
コ
ス
ト
・CS

・
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
を

問
う
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
，
関
東
地
区
の
学
生
と
社
会
人
に
対
し

て
実
施
し
た
。
調
査
の
対
象
と
し
た
の
は
，
４
製
品
（
テ
レ
ビ
・

パ
ソ
コ
ン
・
シ
ャ
ン
プ
ー
・
携
帯
電
話
端
末
）
お
よ
び
４
サ
ー
ビ

ス
（
携
帯
電
話
会
社
・
美
容
院
（
理
髪
店
）・
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
・

銀
行
）
で
あ
っ
た
。

仮
説
１
を
検
証
す
る
た
め
に
行
っ
た
分
析
で
，
ス
イ
ッ
チ
ン
グ

コ
ス
ト
の
高
い
層
の
み
に
つ
い
て
，「
個
人
主
義–

集
団
主
義
」

が
高
く
「
不
確
実
性
の
回
避
」
が
弱
い
ほ
ど
，CS

が
高
い
と
い

う
結
果
を
得
た
。国
家
レ
ベ
ル
の
研
究
結
果
と
同
じ
傾
向
で
あ
る
。

仮
説
２
を
検
証
す
る
た
め
に
行
っ
た
分
析
で
は
，
多
様
性
追
求

欲
求
に
は
，「
不
確
実
性
の
回
避
」
に
よ
る
負
の
影
響
，「
個
人
主

義–

集
団
主
義
」
に
よ
る
正
の
影
響
，
さ
ら
に
「
男
性
ら
し
さ–

女
性
ら
し
さ
」
に
よ
る
正
の
影
響
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
，
多
様

性
追
求
欲
求
は
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
に
負
の
影
響
を
与
え
る
が
，
そ
の

強
さ
は
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
こ
と
も
明
ら

か
に
し
た
。

第
２
節　
地
域
別
の
文
化
的
特
徴
に
関
す
る
研
究

（
１
）「
個
人
主
義–

集
団
主
義
」

①
放
送
大
学
に
お
け
る
研
究

大
橋
（2006

）
に
よ
っ
て
，
放
送
大
学
の
持
つ
各
地
の
学
習

セ
ン
タ
ー
（
文
京
・
埼
玉
・
世
田
谷
・
島
根
・
福
岡
・
富
山
・
茨
城
・

岐
阜
・
熊
本
）
に
お
い
て
行
わ
れ
た
調
査
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

「
個
人
主
義–

集
団
主
義
」
と
い
う
概
念
は
，
異
文
化
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
分
野
で
は
文
化
の
違
い
を
説
明
す
る
際
に
最
も

頻
繁
に
使
わ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
多
く
の
研
究
者
た
ち
が
，
ア
メ

リ
カ
は
個
人
主
義
的
で
，
日
本
は
集
団
主
義
的
で
あ
る
と
し
て
い
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る
。
し
か
し
，
研
究
が
進
む
に
つ
れ
，
ア
メ
リ
カ
人
よ
り
日
本
人

の
被
験
者
の
方
が
，
個
人
主
義
尺
度
の
得
点
が
高
い
と
い
う
事
象

が
度
々
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
原
因
は
，
日
米
の
大
学

生
を
被
験
者
と
し
て
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
た
。
大
学
生
同
士
を

比
べ
た
調
査
結
果
が
ど
こ
ま
で
一
般
化
で
き
る
の
か
，
ま
た
都
市

部
の
学
生
を
被
験
者
と
し
た
場
合
，
地
方
の
日
常
生
活
に
ど
こ
ま

で
一
般
化
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
た
め
，

放
送
大
学
の
持
つ
各
地
の
学
習
セ
ン
タ
ー
の
様
々
な
年
齢
層
を
対

象
に
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
で
，
日
本
国
内
で
の
文
化
の
地
域
差

や
年
齢
差
の
程
度
を
検
証
し
た
。

個
人
主
義
・
集
団
主
義
の
尺
度
，
性
別
，
学
習
セ
ン
タ
ー
の
所

在
地
，
年
齢
を
調
査
項
目
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
，
地
域

差
と
男
女
差
，
そ
し
て
年
齢
差
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の

結
果
，「
個
人
主
義–

集
団
主
義
」
に
地
域
差
や
年
齢
差
は
あ
ま

り
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
男
女
差
は
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

加
え
て
，
日
本
人
は
必
ず
し
も
個
人
主
義
尺
度
の
得
点
よ
り
，
集

団
主
義
尺
度
の
得
点
の
方
が
高
い
と
は
い
え
な
い
と
い
う
結
果
が

得
ら
れ
た
。
つ
ま
り
，
日
本
は
集
団
主
義
社
会
で
あ
る
と
は
い
え

な
い
。

②
都
市
近
郊
農
村
に
お
け
る
研
究

斎
藤
ら
（2010

）
に
よ
っ
て
，
都
市
近
郊
農
村
（
千
葉
県
）

に
お
い
て
，30

代
か
ら50

代
の
労
働
者
と
，
年
齢
層
の
高
い

退
職
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
研
究
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

近
年
，
大
都
市
に
お
い
て
個
人
主
義
が
深
度
化
し
て
き
た
。
農

村
に
お
い
て
は
，
子
ど
も
の
遊
び
が
都
市
化
し
て
い
る
実
態
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
農
村
社
会
の
大
人
に
つ
い
て
も
，
そ
の
生

活
が
都
市
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
基
に
，
農

村
住
民
の
個
人
主
義
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
，
ヒ

ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
た
。

調
査
結
果
を
ま
と
め
る
と
，
労
働
者
は
，
個
人
も
し
く
は
家
族

で
過
ご
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。
同
時
に
，
退
職
者
も
地
域
活
動
へ

の
参
加
は
必
ず
し
も
活
発
で
な
く
，
個
人
的
に
孤
立
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

（
２
）「
不
確
実
性
の
回
避
」

「
不
確
実
性
の
回
避
」
に
関
し
て
，
地
域
差
に
迫
っ
た
研
究
は

確
認
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
圓
川
ら
（2013

）
は
，「
不
確
実

性
の
回
避
」
と
い
う
性
向
の
消
費
者
態
度
へ
の
影
響
に
つ
い
て
調

査
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
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CS

の
要
因
と
し
て
の
消
費
者
態
度
に
，
個
人
の
文
化
性
向
の

１
つ
で
あ
る
「
不
確
実
性
の
回
避
」
が
影
響
す
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
お
り
，
性
別
・
年
齢
・
職
業
と
い
う
属
性
の
影
響
の
大
き
さ
に

つ
い
て
分
析
し
た
。
調
査
対
象
は
，
首
都
圏
・
富
山
・
名
古
屋
の
，

学
生
お
よ
び
社
会
人
で
あ
る
。
た
だ
し
，
サ
ン
プ
ル
の75%

が

首
都
圏
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
地
域
差
に
つ
い
て
は
分
析
さ

れ
て
い
な
い
。

分
析
の
結
果
，「
不
確
実
性
の
回
避
」
は
，
職
業
と
や
や
関
連

を
持
ち
，
性
別
・
年
齢
と
は
関
連
を
持
た
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

第
３
節　
考
察

今
回
，
日
本
人
に
は
地
域
別
の
文
化
的
特
徴
が
あ
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
「
個
人
主
義–

集
団
主
義
」
と
「
不
確
実
性

の
回
避
」
の
２
つ
の
次
元
か
ら
文
献
調
査
を
行
っ
た
。

そ
の
結
果
，「
個
人
主
義–

集
団
主
義
」
に
つ
い
て
調
査
し
た

文
献
で
は
，
ど
の
地
域
も
集
団
主
義
的
な
文
化
で
は
な
か
っ
た
。

同
時
に
，
地
域
に
よ
る
差
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
一
方
で
，「
個
人
主
義–

集
団
主
義
」
に
は
性
別
差
が
，「
不

確
実
性
の
回
避
」
に
は
職
業
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

H
ofstede

ら
（1991

）
は
，「「
個
人
主
義–

集
団
主
義
」
の

程
度
は
，
各
国
間
で
異
な
る
だ
け
で
な
く
，
１
つ
の
国
の
内
部
に

お
い
て
も
明
ら
か
に
差
異
が
あ
る
」
と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
，

こ
の
結
果
は
予
想
外
の
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
，「
個
人
主
義–

集
団
主
義
」
の
地
域
差
に
迫
っ
た
大
橋
（2006

）
の
研
究
は
，

日
本
国
内
の
全
地
域
で
調
査
を
実
施
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
，
こ
の
調
査
結
果
を
全
地
域
に
一
般
化
で
き
る
か
と
い

う
点
で
は
，
疑
問
が
残
る
。

ま
た
，H

ofstede

の
提
唱
す
る
文
化
の
多
次
元
モ
デ
ル
を
基

に
実
施
さ
れ
た
調
査
が
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
，
本
調
査
の
結
果

は
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

 

第
４
章　
結
論

第
１
節　
本
研
究
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と

H
ofstede

に
よ
る
多
次
元
モ
デ
ル
の
う
ち
，「
個
人
主
義–

集

団
主
義
」
と
「
不
確
実
性
の
回
避
」
の
２
つ
の
次
元
が
，CS

と

ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
に
関
係
す
る
文
化
的
要
因
で
あ
る
と
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
，
日
本
に
お
い
て
文
化
的
要
因
に
地

域
差
が
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
れ
ば
，
地
域
ご
と
にCS

や
ロ
イ

ヤ
リ
テ
ィ
の
構
造
に
つ
い
て
調
査
す
る
必
要
性
や
，
地
域
ご
と
に
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マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
を
考
慮
す
る
必
要
性
を
示
す
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
た
。

結
果
と
し
て
，
地
域
に
よ
る
文
化
的
要
因
の
違
い
は
な
く
，
性

別
や
職
業
に
よ
る
違
い
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
，
地
域
別
に
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
を
練
る
こ
と
，
ま
た

CS

・
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
の
構
造
を
分
析
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
，
性
別
・
職
業
と
い
う
属
性
を
考
慮
し
た
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
戦
略
が
有
効
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
，
こ
れ
ら
の
属
性
別
に
，CS
・
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
の
構
造
を

分
析
す
る
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
２
節　
今
後
の
課
題

考
察
に
お
い
て
指
摘
し
た
通
り
，H

ofstede
の
提
唱
す
る
文

化
の
多
次
元
モ
デ
ル
を
基
に
実
施
さ
れ
た
調
査
が
少
な
か
っ
た
。

日
本
人
は
海
外
諸
国
の
人
々
と
比
べ
て
集
団
主
義
で
あ
る
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
た
め
だ
ろ
う
か
，「
個
人
主
義–

集
団
主
義
」

に
関
す
る
研
究
は
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
，

「
不
確
実
性
の
回
避
」
に
関
す
る
研
究
は
，
満
足
で
き
る
量
の
既

存
研
究
が
存
在
し
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
，
実
際
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
み
れ
ば
，

ま
た
違
っ
た
結
果
を
導
き
出
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

ま
た
，
本
研
究
を
通
し
て
，
性
別
・
職
業
と
い
う
属
性
と
，
文

化
的
要
因
に
関
連
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
よ
っ
て
，
こ
の
こ

と
を
実
際
に
確
認
す
る
研
究
を
し
て
み
る
こ
と
は
，
有
意
義
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
，
本
学
の
学
生
と
そ
の
保
護
者
に

対
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
，
興
味
深
い

結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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姿
が
、
冬
の
訪
れ
を
知
ら

せ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。
一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
約

一
年
間
集
中
し
て
向
き
合
う
こ
と
な
ど
、
卒
業
論
文
の
執
筆
が
課

さ
れ
な
け
れ
ば
、な
か
な
か
経
験
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

卒
業
論
文
の
執
筆
は
、
関
連
分
野
に
つ
い
て
の
知
識
を
深
め
、

研
究
計
画
を
立
て
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。そ
の
後
、デ
ー

タ
を
収
集
し
て
統
計
分
析
を
施
し
、本
文
の
執
筆
に
う
つ
り
ま
す
。

研
究
成
果
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
発
表
の
機
会
が
設
け
ら
れ

る
こ
と
も
多
い
で
し
ょ
う
。
手
順
と
し
て
は
明
解
な
卒
業
論
文
の

作
成
で
す
が
、
執
筆
（
作
成
）
に
求
め
ら
れ
る
能
力
は
、
文
章
力
、

情
報
収
集
能
力
、
分
析
力
に
留
ま
ら
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

力
、
企
画
力
、
時
間
管
理
能
力
、
言
語
力
、
語
学
力
、
忍
耐
力
、

表
現
力
な
ど
、
実
に
広
範
囲
に
渡
り
ま
す
。
卒
業
論
文
の
執
筆
を

経
験
し
た
多
く
の
者
が
、
一
度
は
逃
げ
出
し
た
く
な
っ
た
も
の
で

は
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
卒
業
論
文
は
、
最
後
で
最
大
の
修
学

の
機
会
で
す
。
学
生
に
は
、
大
学
四
年
間
（
ま
た
は
そ
れ
以
前
か

ら
）
の
集
大
成
と
し
て
、
学
位
の
取
得
だ
け
に
と
ら
わ
れ
ず
、
積

極
的
に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

大
学
関
係
者
の
間
で
近
年
、「
学
士
力
」
と
い
う
言
葉
に
注
目

が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
文
部
科
学
省
の
中
央
教
育
審
議
会
「
学
士

課
程
教
育
の
在
り
方
に
関
す
る
小
委
員
会
」
が
ま
と
め
た
審
議
経

過
報
告
の
な
か
で
提
言
し
た
考
え
方
で
、
学
士
課
程
で
身
に
付
け

る
べ
き
能
力
を
、
国
が
「
学
士
力
（
仮
称
）」
と
い
う
参
考
指
針
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の
形
で
示
そ
う
と
い
う
も
の
で
す
。具
体
的
に
は
、①
知
識
・
理
解
、

②
汎
用
的
技
能
、
③
態
度
・
志
向
性
、
お
よ
び
④
総
合
的
な
学
習

経
験
と
創
造
的
思
考
力
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
見
、
広
範
囲

に
渡
る
多
様
な
技
量
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
感
じ
る
「
学
士
力
」。

大
学
生
活
の
四
年
間
を
費
や
し
て
身
に
つ
け
る
能
力
と
言
え
ば
納

得
で
き
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
能
力
は
、
卒

業
論
文
を
書
き
上
げ
る
こ
と
で
、
ほ
と
ん
ど
が
身
に
付
く
能
力
で

あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

私
自
身
、
学
生
時
代
の
思
い
出
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
特

に
印
象
深
い
の
が
卒
業
論
文
で
す
。
四
年
生
に
な
る
頃
に
は
す
で

に
デ
ー
タ
収
集
を
終
え
て
お
り
、
他
の
単
位
と
同
様
に
余
裕
を

持
っ
て
パ
ス
で
き
る
だ
ろ
う
と
安
心
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

気
付
け
ば
多
く
の
友
だ
ち
に
先
を
越
さ
れ
て
お
り
、
後
半
で
は
論

文
の
方
向
性
に
悩
み
な
か
な
か
筆
が
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

よ
う
な
ペ
ー
ス
が
最
後
ま
で
続
き
、
最
終
日
に
は
文
字
通
り
走
っ

て
提
出
す
る
結
果
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
、
提
出

時
に
題
目
の
誤
字
が
見
つ
か
り
、
訂
正
手
続
き
を
取
っ
て
い
る
間

に
締
め
切
り
時
間
が
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
の
卒
業
は
、
学

科
会
議
で
の
審
議
が
必
要
な
「
条
件
付
き
」
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
（
会
議
の
結
果
、
無
事
に
卒
業
で
き
ま
し
た
）。

私
の
場
合
、
時
間
管
理
能
力
や
計
画
性
と
い
っ
た
「
学
士
力
」

が
不
足
し
て
い
た
の
だ
と
、
深
く
反
省
し
ま
し
た
。
ま
た
、
卒
業

が
危
ぶ
ま
れ
た
と
い
う
イ
ン
パ
ク
ト
も
手
伝
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

自
分
の
欠
点
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な
り
、（
他
に
も
あ
る
た
く
さ

ん
の
欠
点
の
中
で
も
特
に
）
卒
業
論
文
の
よ
う
な
同
じ
失
敗
を
二

度
と
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
、
行
動
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
思
い
ま
す
。
卒
業
論
文
が
無
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
失
敗
は
無

く
、
自
分
の
不
足
し
て
い
る
能
力
に
気
付
く
こ
と
も
で
き
ず
、
社

会
に
出
て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

卒
業
論
文
は
学
生
と
し
て
の
自
分
の
足
跡
で
す
。
私
の
よ
う
な

例
は
ま
れ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
学
生
一
人
ひ
と
り
に
卒
業
論

文
を
通
し
て
素
敵
な
ド
ラ
マ
が
産
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
願
い
ま

す
。
最
後
で
最
大
の
修
学
の
機
会
と
し
て
、
学
生
の
み
な
さ
ん
に

は
し
っ
か
り
と
卒
業
論
文
に
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま

す
。

（
人
間
科
学
部
講
師
）
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卒
論
指
導
あ
れ
こ
れ

人
間
科
学
部
が
創
設
さ
れ
た
翌
年
二
〇
〇
三
年
に
本
学
に
着
任

し
た
。
そ
の
秋
か
ら
専
門
ゼ
ミ
を
担
当
し
、
一
期
生
か
ら
今
春
卒

業
す
る
一
〇
期
生
ま
で
、
内
地
留
学
を
挟
ん
だ
三
年
を
除
い
て
計

七
学
年
の
卒
業
研
究
を
指
導
し
た
こ
と
に
な
る
。
二
〇
一
五
年
三

月
で
退
職
す
る
の
を
機
に
卒
論
に
つ
い
て
少
し
書
い
て
み
た
い
。

ま
ず
最
初
に
驚
い
た
の
は
人
間
科
学
部
で
は
卒
業
研
究
が
必
修

に
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
提
出
期
限
が
決
ま
っ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
遥
か
昔
の
自
分
の
卒
論
提
出
期
限
は
一
月

三
一
日
の
一
七
時
と
決
ま
っ
て
い
て
（
未
だ
に
覚
え
て
い
る
）、

最
寄
駅
か
ら
事
務
室
に
行
く
ま
で
に
開
か
ず
の
踏
切
と
呼
ば
れ
て

い
る
踏
切
が
あ
り
、「
直
前
に
提
出
し
よ
う
と
し
た
が
、
踏
切
が

開
か
な
く
て
一
七
時
に
間
に
合
わ
ず
留
年
に
な
っ
た
」
と
い
う
先

輩
の
伝
説
を
よ
く
聞
か
さ
れ
た
。
ま
た
、
口
頭
試
問
は
心
理
学
研

究
室
の
全
教
員
の
前
で
一
名
ず
つ
実
施
さ
れ
、
今
年
は
何
人
泣
い

た
か
が
話
題
と
な
る
ほ
ど
厳
し
か
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
本
学

部
で
は
卒
業
研
究
の
担
当
者
が
受
け
取
り
、
期
限
ま
で
に
成
績
を

つ
け
る
だ
け
で
あ
る
。
口
頭
試
問
も
な
い
し
、
副
査
の
制
度
も
な

い
。
担
当
者
が
良
し
と
言
え
ば
済
む
と
い
う
誠
に
お
お
ら
か
な
決

ま
り
で
あ
る
。

最
初
の
年
は
、
人
間
科
学
部
の
先
輩
の
残
し
た
卒
論
が
な
い
こ

と
に
戸
惑
っ
た
。
一
期
生
だ
か
ら
当
た
り
前
で
あ
る
が
、
学
生
た

ち
は
も
ち
ろ
ん
卒
論
を
見
た
こ
と
が
な
い
し
、
経
済
学
部
や
経
営

学
部
の
卒
論
は
参
考
に
で
き
な
い
。
心
理
学
関
係
の
雑
誌
に
掲
載

さ
れ
た
論
文
は
学
部
生
に
は
高
度
で
ハ
ー
ド
ル
が
高
す
ぎ
る
。
卒

論
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
ん
で
も
ら
う
た
め
に
、
他
大
学
で
卒
業
研

究
の
指
導
を
し
て
い
る
先
輩
や
後
輩
に
頼
ん
で
、
見
学
に
行
か
せ
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て
も
ら
っ
た
。
十
数
人
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
お
邪
魔
し
た
の
だ
か
ら
先

方
に
は
迷
惑
な
話
だ
が
、
ど
ん
な
も
の
を
書
け
ば
よ
い
の
か
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
的
に
持
つ
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
、
私
は
大

い
に
助
か
っ
た
。

現
在
は
二
年
生
は
各
コ
ー
ス
の
実
習
科
目
を
履
修
し
、
三
年
生

に
な
っ
て
か
ら
専
門
ゼ
ミ
に
所
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
当
初

は
二
年
生
の
秋
学
期
か
ら
専
門
ゼ
ミ
に
所
属
し
て
い
た
。つ
ま
り
、

二
年
半
の
間
、
担
当
教
員
と
過
ご
し
て
い
た
。
先
に
学
生
は
卒
論

の
イ
メ
ー
ジ
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
書
い
た
が
、
実
は
私
自
身
は

ゼ
ミ
の
イ
メ
ー
ジ
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
自
分
が
学
生
の
時
所
属

し
て
い
た
心
理
学
研
究
室
は
小
さ
く
て
ゼ
ミ
は
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。文
献
を
読
ん
で
発
表
し
た
り
、簡
単
な
実
験
を
し
て
レ
ポ
ー

ト
を
書
い
た
り
の
授
業
は
あ
っ
た
が
、
す
べ
て
別
々
の
教
員
が
担

当
し
て
い
て
、
ゼ
ミ
の
先
生
と
言
え
る
教
員
は
い
な
か
っ
た
。
卒

業
研
究
の
指
導
も
そ
の
時
々
に
学
生
が
そ
れ
ぞ
れ
勝
手
に
お
願
い

し
て
指
導
を
仰
い
で
い
た
。
だ
か
ら
複
数
の
先
生
に
教
え
て
い
た

だ
い
て
い
た
（
ず
っ
と
同
じ
先
生
に
相
談
し
て
い
た
学
生
も
い
た

が
、
決
ま
り
は
な
か
っ
た
）。
そ
ん
な
わ
け
で
、
ゼ
ミ
も
開
始
前

に
何
人
か
の
先
生
に
（
こ
れ
は
学
内
で
）
見
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

こ
う
書
い
て
み
る
と
、
た
く
さ
ん
の
方
々
に
お
世
話
に
な
っ
て
い

た
の
だ
な
あ
と
改
め
て
感
謝
の
念
が
わ
い
て
く
る
。
言
い
た
い
こ

と
は
、
ゼ
ミ
は
学
生
に
と
っ
て
も
教
員
に
と
っ
て
も
多
く
の
時
間

を
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
期
生
の
ゼ
ミ
生
は
当
初
一
六
名
い
た
が
、
私
の
不
慣
れ
の
せ

い
も
あ
っ
て
、
卒
論
を
提
出
し
た
の
は
一
二
名
だ
っ
た
。
一
名
は

他
の
ゼ
ミ
へ
移
籍
、
も
う
一
名
は
三
年
次
終
了
時
点
で
退
学
し
て

保
育
士
養
成
の
短
大
に
入
り
な
お
し
た
。
後
の
二
名
は
留
年
で
あ

る
。
ち
ょ
っ
と
脱
落（
？
）者
の
割
合
が
高
い
。
翌
年
で
は
な
か
っ

た
と
思
う
が
、
し
ば
ら
く
し
て
個
別
面
談
を
始
め
た
。
あ
る
先
生

か
ら
自
分
は
こ
ん
な
風
に
し
て
い
る
と
助
言
を
も
ら
っ
て
、
さ
っ

そ
く
実
行
し
た
の
で
あ
る
。
ゼ
ミ
所
属
が
決
ま
っ
て
な
る
べ
く
早

い
時
点
で
、
一
人
ず
つ
四
五
分
間
の
面
接
を
行
っ
た
。
臨
床
心
理

士
で
あ
る
私
に
と
っ
て
は
得
意
分
野
で
あ
る
。
人
生
の
抱
負
で
も

卒
論
で
や
り
た
い
こ
と
で
も
何
で
も
自
由
に
語
っ
て
ほ
し
い
と
伝

え
る
と
、
中
に
は
戸
惑
う
学
生
も
い
た
が
お
お
む
ね
好
評
で
、
ず

い
ぶ
ん
親
密
度
が
増
し
た
と
思
う
。

卒
業
研
究
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
テ
ー
マ
は
自
分
が
興
味
の
あ

る
こ
と
で
よ
い
が
、
文
献
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ン
ケ
ー
ト
や

実
験
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
な
ど
実
証
的
な
方
法
を
用
い
た
も
の
と
い
う

こ
と
に
し
た
。
そ
の
よ
う
な
方
法
は
、
大
学
で
取
り
組
ま
な
い
と
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そ
の
後
の
人
生
で
や
っ
て
み
る
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と

思
っ
た
し
、
何
か
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
こ
う
で
は
な
い

か
と
仮
説
を
立
て
て
そ
れ
を
適
切
な
方
法
で
実
証
す
る
こ
と
は
、

も
の
の
考
え
方
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
応
用
で
き
る
と
考
え
た
か
ら

で
あ
る
。
改
め
て
一
期
生
の
題
目
を
並
べ
て
み
る
と
、
当
時
入
学

者
の
半
分
以
上
い
た
心
理
学
専
攻
希
望
者
の
興
味
の
一
端
が
わ
か

る
（
表
１
参
照
）。

な
ぜ
か
ゼ
ミ
生
が
三
人
し
か
い
な
く
て
他
の
先
生
と
合
同
で
ゼ

ミ
合
宿
を
し
た
年
が
あ
っ
た
り
、
卒
業
後
も
こ
と
あ
れ
ば
（
な
く

て
も
？
）
ゼ
ミ
同
窓
会
を
し
て
い
る
学
年
が
あ
っ
た
り
、
学
年
カ

ラ
ー
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
私
に
と
っ
て
は
ど
の
学
生
も
か
わ
い

い
教
え
子
で
あ
り
、
若
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
ら
っ
た
元
気
の
素
で

あ
る
。
三
年
前
か
ら
一
一
月
三
日
の
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
に
人

間
科
学
部
同
窓
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
が
、
毎
年
で
な
く
て
も
三

年
に
一
回
と
か
五
年
に
一
回
で
も
構
わ
な
い
の
で
開
催
が
継
続
さ

れ
、懐
か
し
い
顔
と
再
会
で
き
れ
ば
こ
ん
な
幸
せ
な
こ
と
は
な
い
。

（
人
間
科
学
部
教
授
）

1 保護者の行うしつけの変化―現在子育てをしている保護者の実態調査―

2 大学生を対象とした音楽聴取による気分変化―好みの音楽とリラクセーション音楽を聴いて―

3 夢と現実―夢と現実がどのように影響しあっているか―

4 断酒会参加者の家族における共依存傾向の変容

5 大学生の対象喪失―男女の喪失感、持続時間、対処方法の違い―

6 乳児の顔の好み―月齢による違い―

7 自分はどのくらい大人だと考えるか―親世代と子供世代の大人イメージの違い―

8 心と身体のつながり―心から身体への影響を防ぐことはできるのか―

9 世代による育児・しつけの違い―育児・しつけは世代から世代へと受け継がれるのか―

10 盲導犬使用者の社会適応と実生活における盲導犬受容について

11 現代人の精神志向性の強さについての考察―癒しとしてのシャーマニズム―

12 親子における世代間伝達―幼児期のしつけの仕方について―

表1　人間科学部　1期生（ 市川ゼミ ）の卒業論文題名
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	特集（平等）
	特集（廣瀬卒論） 
	特集（下田・新西卒論）
	特集（森崎ほか卒論）
	特集（池田卒論）
	特集（江藤）
	特集（市川）

