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本
書
は
、R

ichard W
. B

yrne, E
volving 

Insight, O
xford U

niversity Press, 2016 

の
全

訳
で
あ
る
。
日
本
語
版
の
書
名
は
、
原
著
書
名
の

直
訳
で
は
な
く
、『
洞
察
の
起
源
│
動
物
か
ら
ヒ

ト
へ
、
状
況
を
理
解
し
他
者
を
読
む
心
の
進
化

│
』
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
名
に
は
、
原
著
の

内
容
、
つ
ま
り
、
洞
察
の
起
源
と
進
化
が
扱
わ
れ

て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
洞
察
は
ど
の
よ
う
な

意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
即

座
に
わ
か
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
本
書
に

は
、
書
名
の
工
夫
だ
け
で
な
く
、
正
確
な
翻
訳
、

ま
た
、
本
文
中
の
専
門
用
語
に
対
す
る
訳
者
の
簡

潔
な
説
明
な
ど
、
丁
寧
な
仕
事
ぶ
り
が
窺
え
る
。

私
は
、
心
の
起
源
と
進
化
に
関
心
を
持
っ
て
い

る
の
で
、
本
書
を
訳
者
の
小
山
高
正
教
授
か
ら
頂

戴
し
た
と
き
に
は
、「
心
の
進
化
の
プ
ロ
セ
ス
に

お
い
て
、
高
次
の
認
知
機
能
に
属
す
る
洞
察
は
、

一
体
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
起
源
し
た
の
だ

ろ
う
か
」、「
著
者
は
何
を
手
が
か
り
と
し
て
、
洞

察
の
起
源
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
」、「
動
物
に
も
洞
察
能
力
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
、
あ
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
洞
察
を
示
す
の

だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
問
い
が
、
次
々
に
浮
か
ん

で
き
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
い

は
、
本
書
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
明
確
に
答

え
ら
れ
て
い
る
。

動
物
が
「
賢
い
」
洞
察
の
効
い
た
と
思
わ
れ
る

行
動
を
し
た
と
い
う
報
告
は
よ
く
耳
に
す
る
。
つ

い
最
近
で
は
、
カ
ラ
ス
が
公
園
の
水
道
の
栓
を
く

ち
ば
し
で
つ
つ
い
て
開
き
、
水
を
飲
む
行
動
が
話

題
に
な
っ
た
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
の
樋
口
宏
芳

博
士
の
報
告
が
あ
る
。H

iguchi, H
. 2019. 

C
arrion C

row
 m

anipula ting w
ater taps for 

drinking and bathing. B
ritish B

irds 112: 167

│169.

）。
本
書
に
は
、
こ
れ
に
類
す
る
観
察
事
例

が
た
く
さ
ん
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、

著
者
自
身
が
経
験
し
た
興
味
深
い
観
察
例
を
取
り

上
げ
て
お
こ
う
。

 
 「

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ホ
ワ
イ
ト
ゥ
ン
と
私
は
、

子
ど
も
の
ヒ
ヒ
が
貴
重
な
食
物
を
持
っ
て
い
る

大
人
に
出
く
わ
し
た
時
に
、
怪
我
を
し
た
か
の

よ
う
な
叫
び
声
を
あ
げ
る
騙
し
の
策
略
を
時
折

用
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
す
る
と
子
ど
も
の

ヒ
ヒ
の
母
親
が
や
っ
て
来
て
、「
攻
撃
者
」
を

追
い
払
い
、
子
ど
も
は
食
物
を
手
に
入
れ
る
。

子
ど
も
の
ヒ
ヒ
は
、
母
親
が
視
界
に
い
な
い

時
、
し
か
も
母
親
よ
り
地
位
の
低
い
相
手
に
対

し
て
だ
け
、
こ
の
策
を
用
い
た
」（
95
）。

こ
の
事
例
を
初
め
て
読
ん
だ
と
き
、
私
は
、
何

と
賢
い
ヒ
ヒ
だ
ろ
う
、
状
況
を
的
確
に
と
ら
え
て

い
て
、
ど
う
す
れ
ば
母
親
を
う
ま
く
利
用
し
て
目

当
て
の
食
物
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

を
見
抜
い
て
い
る
、「
洞
察
力
」
を
持
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
思
っ
た
。

し
か
し
、
著
者
は
、
こ
の
行
動
を
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
騙
し
に
よ
る
手
の
込

ん
だ
社
会
的
操
作
の
例
の
多
く
は
、
唯
一
と
は
言

わ
な
い
ま
で
も
、
希
な
過
去
の
出
来
事
か
ら
学
習

す
る
必
要
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
」
と
。
そ
し

リ
チ
ャ
ー
ド
・
W
・
バ
ー
ン
著
、

小
山
高
正
・
田
淵
朋
香
・
小
山
久
美
子
訳

『
洞
察
の
起
源

│
動
物
か
ら
ヒ
ト
へ
、

状
況
を
理
解
し
他
者
を
読
む
心
の
進
化
│
』

立
木 
教
夫

書
評
・
図
書
紹
介
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て
、
こ
の
事
例
に
つ
い
て
、「
子
ど
も
の
ヒ
ヒ
が

食
物
を
持
っ
て
い
る
大
人
の
ヒ
ヒ
に
近
づ
き
す
ぎ

て
攻
撃
さ
れ
、
恐
れ
の
叫
び
を
あ
げ
、
母
親
が
防

御
す
る
た
め
に
駆
け
つ
け
る
こ
と
に
な
り
、
た
ま

た
ま
、
棚
ぼ
た
で
食
物
が
手
に
入
る
こ
と
に
な
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
う
ま
く
や
っ

た
が
、
洞
察
は
必
要
な
い
」
と
説
明
し
て
い
る

（
 112
）。人

は
、
動
物
の
「
賢
い
」
行
動
を
目
撃
す
る

と
、
そ
の
行
動
の
背
後
に
洞
察
が
あ
る
よ
う
に
感

じ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
動
物
心
理
の
専
門
家
た

ち
は
、
そ
う
簡
単
に
洞
察
が
あ
る
な
ど
と
は
言
わ

な
い
。
な
ぜ
、
簡
単
に
洞
察
が
あ
る
と
し
て
は
い

け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
洞
察
な
し
に
、
素

早
い
学
習
と
記
憶
で
こ
の
よ
う
な
「
賢
い
」
行
動

を
適
切
に
説
明
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
動

物
行
動
の
説
明
に
は
、
洞
察
は
い
ら
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
、
と
著
者
は
言

う
。さ

て
、
こ
こ
で
ま
ず
、
著
者
の
い
う
「
洞
察
」

の
定
義
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

洞
察
と
は
、「
現
実
世
界
の
あ
る
部
分
を
直
接

見
る
機
会
も
知
覚
す
る
他
の
方
法
も
な
い
時
に
、

そ
の
心
的
表
象
（m

ental representation

）
を

点
検
し
た
り
操
作
し
た
り
す
る
能
力
」
で
あ
る

（ 

213
）。
こ
こ
に
あ
る
「
心
的
表
象
」
と
は
、「
思

考
す
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
る
脳
の
構
築
物
」
で

あ
る
（
3
）。
も
う
少
し
わ
か
り
や
す
い
洞
察
の
定

義
と
し
て
は
、「
も
の
ご
と
や
人
々
が
ど
の
よ
う

に
機
能
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
心
的
表

象
を
使
っ
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
す
る

能
力
」（
 183
）
と
い
う
の
も
あ
る
。

心
的
表
象
の
操
作
等
が
含
ま
れ
て
お
り
、
日
常

語
と
し
て
使
わ
れ
る
「
洞
察
」（
深
く
て
鋭
い
、

眼
識
の
あ
る
理
解
）
と
は
違
っ
て
い
る
こ
と
に
注

意
し
た
い
。

＊

著
者
リ
チ
ャ
ー
ド
・
W
・
バ
ー
ン
の
名
前
は
、

小
山
教
授
が
前
に
翻
訳
出
版
さ
れ
た
『
考
え
る
サ

ル
│
知
能
の
進
化
論
│
』（R

ichard W
. B

yrne, 

T
he T

hinking A
pe, O

xford U
niversity Press, 

1995. 

日
本
語
版
は
、
小
山
高
正
・
伊
藤
紀
子
訳

で
、
大
月
書
店
か
ら
一
九
九
八
年
に
出
版
さ
れ

た
）
を
読
ん
で
以
来
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
目

に
し
て
き
た
（
実
は
、
先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
ヒ
ヒ

の
子
ど
も
の
行
動
は
、
こ
ち
ら
の
本
に
も
出
て
お

り
、
二
〇
年
前
に
は
じ
め
て
読
ん
だ
と
き
に
は
、

大
い
に
驚
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
）。

四
年
前
に
、C

hristian K
eysers, T

he E
m

pa

thic B
ra

in
: H

ow
 the discovery of m

irror 

neurons changes our understanding of hum
an 

nature, Social B
rain Press, 2011

（
ク
リ
ス
チ

ャ
ン
・
キ
ー
ザ
ー
ズ
著
、
立
木
教
夫
・
望
月
文
明

訳
『
共
感
脳
│
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
見
と
人

間
本
性
理
解
の
転
換
』、
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二

〇
一
六
年
）
の
翻
訳
を
手
掛
け
た
と
き
に
、
キ
ー

ザ
ー
ズ
が
セ
ン
ト
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
大
学
の
博

士
課
程
に
在
籍
し
て
い
た
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と

し
て
、
心
理
学
研
究
科
に
「
霊
長
類
の
認
知
・
社

会
能
力
の
研
究
で
世
界
的
に
有
名
な
二
人
の
専
門

家
、
ア
ン
デ
ィ
・
ホ
ワ
イ
ト
ゥ
ン
（A

ndy 

W
hiten

）
と
デ
ィ
ッ
ク
・
バ
ー
ン
（D

ick 

B
yrne

）
が
い
ま
し
た
」
と
述
べ
、
彼
ら
と
の
話

を
通
し
て
、「
サ
ル
な
ど
の
霊
長
類
が
互
い
に
観

察
し
な
が
ら
技
術
を
習
得
す
る
事
例
が
あ
る
こ
と

を
知
り
ま
し
た
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
に
、
注
意

を
引
か
れ
た
。
こ
の
技
術
と
は
、
サ
ル
の
イ
モ
洗

い
の
こ
と
で
あ
る
が
、
観
察
に
よ
る
技
術
習
得
に

つ
い
て
キ
ー
ザ
ー
ズ
は
、「
そ
れ
は
簡
単
だ
。
誰

か
が
イ
モ
を
洗
っ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
で
、
洗

う
こ
と
に
関
す
る
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
活
性
化
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し
、
教
わ
る
側
は
模
倣
し
て
自
分
の
イ
モ
を
洗
い

は
じ
め
る
の
だ
」
と
考
え
た
。
と
こ
ろ
が
、「
ど

の
霊
長
類
学
者
も
、
サ
ル
に
は
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ

ン
が
あ
り
、
確
か
に
観
察
か
ら
学
ぶ
の
だ
が
、
厳

密
に
言
う
と
模
倣
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と

教
え
て
く
れ
た
と
言
う
。
彼
は
、「
厳
密
な
模
倣

と
目
的
達
成
法
の
習
得
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
、

そ
の
後
何
年
間
も
悩
み
ま
し
た
。
や
っ
と
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
理
解
し
は
じ
め
た
の
は
ず
っ
と
後
の

事
で
、
人
間
で
数
多
く
の
研
究
を
行
っ
て
か
ら
で

し
た
」
と
述
懐
し
て
い
る
（『
共
感
脳
』
36 
│

37
）。

模
倣
は
、
洞
察
と
深
い
関
係
に
あ
り
、
後
で
取
り

上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
た
、
バ
ー
ン
が
認
知
考
古
学
の
論
文
集
、

T
hom

as W
ynn, Frederick L. C

oolidge, eds., 

C
ognitive M

odels in Palaeolithic A
rchaeology, 

O
xford U

niversity Press, 2017 

の
第
三
章
に
、

認
知
進
化
の
観
点
か
ら
、“T

ow
ard a R

icher 

T
h

eoretical Scaffolding for Interpreting 

A
rch

aeolog
ical E

vid
en

ce C
on

cern
in

g 

C
ognitive E

volution” 

と
い
う
論
文
を
共
同
執

筆
し
て
い
た
こ
と
も
、
印
象
的
で
あ
っ
た
。
人
工

遺
物
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
考
古
学
に
、
認
知

科
学
を
導
入
し
、
認
知
考
古
学
と
い
う
新
た
な
領

域
を
開
拓
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

＊

本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

目
次
を
掲
げ
る
。

 
 

第
一
章 　

は
じ
め
に
│
洞
察
と
は
何
か
、
な

ぜ
そ
の
進
化
に
関
心
を
も
つ
の
か
？

 
 

第
二
章 　

な
ぜ
動
物
は
認
知
的
な
の
か
│
動

物
行
動
を
認
知
的
に
説
明
す
る
必
要

性

 
 

第
三
章 　

は
じ
ま
り
は
音
声
だ
っ
た
│
サ
ル

類
と
類
人
猿
の
音
声
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

 
 

第
四
章 　

大
型
類
人
猿
に
お
け
る
身
振
り
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 
 

第
五
章 　

他
者
の
理
解
│
他
者
が
見
る
も

の
、
知
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
反
応

 
 

第
六
章 　

社
会
の
複
雑
さ
と
脳

 
 

第
七
章 　

他
者
か
ら
の
学
習
│
文
化
的
知

性
？

 
 

第
八
章 　

心
の
理
論
│
他
者
が
世
界
に
つ
い

て
ど
う
考
え
て
い
る
か
を
理
解
す
る

 
 

第
九
章 　

か
な
め
の
理
論
│
社
会
的
能
力
か

ら
技
術
的
能
力
へ

 
 

第
十
章 　

物
理
的
世
界
に
つ
い
て
の
知
識

 
 

第
十
一
章 　

新
し
い
複
雑
な
技
能
を
学
習
す

る
│
行
動
の
分
節
と
洞
察
の
起
源

 
 

第
十
二
章 　

洞
察
へ
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
│
な

ぜ
生
じ
た
の
か
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か

目
次
だ
け
で
は
分
か
り
に
く
い
か
と
思
わ
れ
る

の
で
、
補
足
説
明
を
加
え
て
お
く
こ
と
に
し
た

い
。第

一
章
と
第
二
章
で
は
、
心
的
表
象
を
使
わ
な

い
学
習
理
論
と
、
そ
れ
を
使
う
認
知
心
理
学
の
可

能
性
を
検
討
し
、
両
者
の
説
明
可
能
性
の
限
界
を

見
極
め
て
い
く
。
前
者
の
説
明
は
、
自
然
界
の
複

雑
性
に
は
拡
張
で
き
な
い
こ
と
、
も
し
そ
う
し
よ

う
と
す
る
と
信
念
の
問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

を
指
摘
す
る
（
15
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の

説
明
は
、
複
雑
な
自
然
環
境
に
あ
っ
て
検
証
可
能

な
予
測
を
可
能
に
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
発
見
が
す

で
に
い
く
つ
か
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
（
18 

│

19
）。
著
者
は
認
知
心
理
学
の
立
場
に

立
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
章
で
展
開
さ
れ
て
い

る
心
理
学
の
学
説
史
は
大
変
面
白
い
。

第
三
章
で
は
、
動
物
の
音
声
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
取
り
上
げ
、
第
四
章
で
は
、
身
振
り
信
号
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に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
上
げ
て
い

る
。動

物
の
音
声
信
号
に
、
ヒ
ト
の
洞
察
能
力
の
進

化
的
起
源
を
探
っ
て
い
く
の
だ
が
、
思
い
が
け
な

い
結
果
が
示
さ
れ
る
。
サ
ル
類
の
場
合
、
音
声
信

号
の
受
信
者
は
、
聴
覚
世
界
の
解
釈
に
長
け
て
い

る
が
、
発
信
者
は
、
情
報
を
与
え
て
い
る
こ
と
を

自
覚
し
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
（
31
）
と

し
、
ま
た
、
大
型
類
人
猿
の
場
合
、
チ
ン
パ
ン
ジ

ー
に
は
音
声
を
用
い
た
意
図
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
は
あ
り
（
34
）、
霊
長
類
の
音
声
研

究
の
成
果
も
蓄
積
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
洞
察
の

進
化
的
起
源
の
理
解
に
は
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な

い
と
述
べ
て
い
る
（
35
）。

他
方
、
身
振
り
に
つ
い
て
は
、
状
況
は
大
き
く

異
な
る
。
サ
ル
類
の
場
合
、
新
し
い
身
振
り
を
学

習
す
る
能
力
は
な
い
（
38
）
が
、
大
型
類
人
猿

は
、
新
奇
な
手
の
身
振
り
を
学
習
で
き
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
る
。
大
型
類
人
猿
に
、
米
式
手
話
言

語
（
A
S
L
）
を
教
え
よ
う
と
し
た
事
例
は
有
名

で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
日
常
の
身
振
り
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
そ
れ
ら
を
学
習
し
な
い

（
65
）。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
著
者
は
想
像
力
の

欠
如
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
（
66
）。
し
か

し
、
後
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
手
の
身
振
り

は
、
洞
察
の
起
源
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

第
五
章
で
は
、
視
線
追
従
能
力
、
第
六
章
で

は
、
社
会
的
知
能
、
第
七
章
で
は
、
文
化
的
知

性
、
第
八
章
で
は
、「
心
の
理
論
」
を
取
り
上
げ
、

洞
察
能
力
の
起
源
を
探
っ
て
い
る
。

多
く
の
動
物
が
視
線
追
従
を
す
る
。
そ
の
時
、

動
物
の
注
意
は
、
有
用
な
情
報
に
引
き
つ
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
（
73
）。
そ
し
て
、
い
く
つ
か

の
動
物
種
は
、
他
個
体
の
位
置
か
ら
の
視
野
は
自

分
自
身
の
も
の
と
同
じ
で
な
い
こ
と
、
ま
た
、
見

る
こ
と
が
知
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
を
、
理
解

し
て
い
る
と
言
う
（
86
）。

社
会
的
知
能
論
で
は
、
社
会
的
複
雑
さ
が
因
果

的
役
割
を
果
た
し
、
動
物
の
知
能
の
進
化
が
も
た

ら
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
（
98
）。
こ
の
知
能
は
、

何
を
手
が
か
り
に
調
べ
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

動
物
用
の
知
能
テ
ス
ト
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で

脳
の
容
量
を
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
と
な
り

（
 101
）、
社
会
的
脳
仮
説
が
生
ま
れ
た
。
哺
乳
類
の

新
皮
質
の
増
大
が
、
高
度
な
識
別
能
力
を
持
っ
た

知
覚
、
社
会
的
文
脈
内
で
の
敏
速
な
学
習
、
効
率

の
良
い
長
期
記
憶
を
も
た
ら
し
、
霊
長
類
や
他
の

動
物
に
見
ら
れ
る
賢
い
社
会
的
な
策
略
を
も
た
ら

し
た
│
し
か
し
、
そ
の
大
半
は
洞
察
を
必
要
と
し

て
い
な
い
（
 114 

│

 115
）。

遺
伝
や
環
境
の
違
い
に
よ
っ
て
説
明
で
き
な
い

集
団
間
の
違
い
が
見
出
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
伝
統

（tradition

）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
一

つ
の
集
団
に
伝
統
が
二
つ
以
上
見
出
さ
れ
る
と
、

文
化
を
持
つ
と
言
わ
れ
る
（
 128
）。
ゴ
リ
ラ
が
食

物
を
処
理
す
る
技
能
は
、
地
域
に
特
異
的
な
植
物

に
柔
軟
に
適
応
し
、
高
度
に
構
造
化
さ
れ
、
い
く

つ
か
の
段
階
に
わ
た
る
両
手
を
用
い
た
動
作
で
、

階
層
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
│
こ
れ
に
は
、
洞
察

能
力
が
必
要
な
こ
と
が
、
後
に
明
ら
か
に
さ
れ

る
。「

心
の
理
論
」
と
は
、「
他
の
誰
か
が
知
っ
て
い

る
だ
ろ
う
こ
と
、
あ
る
い
は
知
ら
な
い
だ
ろ
う
こ

と
を
理
解
す
る
能
力
」（
 143
）
で
あ
る
。
チ
ン
パ

ン
ジ
ー
は
他
個
体
が
知
っ
て
い
る
こ
と
と
知
ら
な

い
こ
と
を
よ
く
理
解
で
き
る
が
、
誤
信
念
課
題
に

は
対
処
で
き
な
か
っ
た
（
 150
）。
ま
た
、
大
型
類

人
猿
に
認
め
ら
れ
る
、
鏡
の
中
の
動
物
が
自
分
自

身
で
あ
る
と
気
づ
く
能
力
（
 159
）、
他
個
体
が
自

分
を
見
る
よ
う
に
自
己
を
見
る
能
力
（
 159
）、
他

個
体
の
死
を
理
解
す
る
能
力
（
 165
）、
共
感
的
に
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相
手
の
視
点
に
立
つ
能
力
（
 167
）、
相
手
が
直
面

し
て
い
る
困
難
の
本
質
を
分
析
し
、
正
し
い
や
り

方
を
教
え
る
能
力 

（
 176
）
な
ど
を
詳
細
に
調
べ
、
こ

れ
ら
は
社
会
的
な
洞
察
で
あ
る
と
し
て
い
る （
 183
）。

第
九
章
で
は
、
社
会
的
洞
察
か
ら
技
術
的
複
雑

さ
の
洞
察
へ
と
、
議
論
が
展
開
す
る
。
大
型
類
人

猿
の
三
属
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
属
、
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ

ン
属
、
ゴ
リ
ラ
属
の
す
べ
て
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自

の
採
食
問
題
に
ピ
ッ
タ
リ
の
、
複
雑
で
高
度
に
構

造
化
さ
れ
た
動
作
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
構
築
す
る
能
力

を
示
し
（
 192
）、
巧
み
な
採
食
技
術
を
発
達
さ
せ

（
 195
）、
そ
れ
に
伴
う
認
知
的
進
歩
が
類
人
猿
に
特

別
な
能
力
、
つ
ま
り
、
洞
察
能
力
を
与
え
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
 196
）。

第
十
章
で
は
、
採
食
と
の
関
係
に
お
い
て
、
物

理
的
世
界
の
因
果
関
係
に
対
す
る
洞
察
的
行
動

を
、
場
所
の
記
憶
（
 200
）、
認
知
地
図
（
 205
）、
道

具
使
用
（
 212
）、
リ
ス
ク
認
識
（
 217
）、
好
奇
心

（
 221
）
な
ど
を
通
し
て
探
っ
て
い
る
。

第
十
一
章
で
は
、
動
作
の
模
倣
を
取
り
上
げ

る
。
著
者
は
、
模
倣
を
文
脈
的
模
倣
と
産
出
的
模

倣
と
に
分
け
る
。
前
者
は
、
新
し
い
行
動
を
学
ぶ

と
い
う
よ
り
は
、
既
知
の
行
動
を
ど
の
よ
う
に
組

み
立
て
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
、
新

た
な
行
動
を
そ
れ
が
な
さ
れ
る
の
を
見
る
こ
と
で

獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
 232
）。
産
出
的

模
倣
は
、
な
め
ら
か
に
切
れ
目
な
く
見
え
る
動
作

を
、
構
成
単
位
へ
分
割
し
（segm

enting

）、
そ

れ
ら
を
計
画
さ
れ
た
動
作
へ
と
組
織
化
し
て
獲
得

す
る
（
 234
）。
動
作
が
分
割
さ
れ
る
と
、
動
作
レ

ベ
ル
の
模
倣
が
可
能
と
な
る
（
 238
）。
こ
の
動
作

レ
ベ
ル
の
直
線
的
連
鎖
の
模
倣
は
、
ワ
ー
キ
ン

グ
・
メ
モ
リ
の
容
量
が
限
界
を
設
定
す
る
の
で
獲

得
が
難
し
い
（
 239
）。
対
照
的
に
、
プ
ロ
グ
ラ

ム
・
レ
ベ
ル
の
模
倣
は
、
動
作
の
直
線
的
連
鎖
で

は
な
く
、
観
察
し
た
他
者
の
行
動
か
ら
行
動
の
階

層
構
造
を
抽
出
し
て
模
倣
す
る
も
の
で
あ
る

（
 240
）。
著
者
は
、
大
型
類
人
猿
の
食
事
技
術
の
獲

得
に
は
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
レ
ベ
ル
の
模
倣
が

必
要
だ
と
指
摘
し
た
（
 249
）。

第
十
二
章
で
は
、
洞
察
の
二
段
階
進
化
の
仮
説

を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に

対
す
る
答
え
で
あ
り
、
著
者
が
本
書
全
体
の
考
察

を
通
し
て
立
論
し
た
仮
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
次
に
節
を
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す

る
。

＊

洞
察
の
二
段
階
起
源
説

進
化
的
に
洞
察
が
起
源
す
る
前
に
、
霊
長
類
は

社
会
的
文
脈
で
の
特
別
速
い
学
習
を
獲
得
し
て
い

た
。
こ
れ
は
高
い
知
性
を
必
要
と
す
る
協
力
や
騙

し
と
い
っ
た
行
動
を
可
能
に
し
た
が
、
そ
れ
ら
の

戦
術
が
ど
の
よ
う
に
働
く
の
か
に
関
す
る
洞
察
は

伴
っ
て
い
な
か
っ
た
│
洞
察
な
し
の
知
性
と
言
わ

れ
る
。
こ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
脳
の
大
き
な

新
皮
質
で
あ
る
（
 276
）。

洞
察
の
第
一
段
階
目
の
起
源
は
、
約
一
二
〇
〇

万
年
前
の
大
型
類
人
猿
の
祖
先
種
に
お
い
て
起
こ

っ
た
。
原
因
は
、
気
候
の
乾
燥
化
と
他
の
動
物
た

ち
と
の
採
食
上
の
競
合
に
対
応
し
て
、
よ
り
効
率

的
な
採
食
と
、
食
物
処
理
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
た

こ
と
に
あ
る
。
こ
の
祖
先
種
に
お
い
て
は
、
新
皮

質
の
み
な
ら
ず
、
小
脳
が
増
大
し
た
こ
と
に
よ

り
、
行
動
を
分
節
す
る
（parsing

）
能
力
が
進

化
し
た
。
行
動
分
節
は
、
同
一
行
動
の
さ
ま
ざ
ま

な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
何
回
も
観
察
す
る
間
に

統
計
的
規
則
性
を
抽
出
し
、
そ
の
行
動
の
論
理
的

組
織
構
成
の
検
出
を
可
能
に
し
（
 269
）、
模
倣
と

技
能
の
獲
得
・
伝
達
を
実
現
し
た
。
行
動
分
節
は

さ
ら
に
進
ん
で
、
世
界
を
意
図
│
原
因
と
し
て
見

る
見
方
を
切
り
拓
い
た
。
物
理
的
世
界
に
お
い
て



No. 85, 2020　46モラロジー研究

は
、
あ
る
一
連
の
動
作
が
常
に
あ
る
結
果
を
生
じ

さ
せ
る
な
ら
、
統
計
的
意
味
に
お
い
て
そ
の
動
作

を
変
化
の
原
因
（
相
関
的
原
因
）
と
理
解
す
る
こ

と
を
可
能
に
し
、
ま
た
、
心
理
的
分
野
に
お
い
て

は
、
他
個
体
の
行
動
を
分
節
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
意
図
や
行
動
の
目
的
を
抽
出
し
、
ほ
ぼ
正
確

に
特
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
（
 270 

│

 271
）。

第
一
段
階
目
の
洞
察
は
、
ジ
ャ
ス
チ
ャ
ー
に
よ

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
十
分
で
あ
っ
た
が

（
 272
）、
社
会
的
相
互
作
用
に
お
け
る
誤
信
念
や
そ

の
結
果
の
洞
察
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た

（
 276 

│

 278
）。

洞
察
の
第
二
段
階
目
の
起
源
は
、
ヒ
ト
が
言
語

を
獲
得
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
社
会
的
相
互
作
用
に
お
け
る
誤
信
念
や
そ
の

結
果
を
洞
察
し
た
り
、
実
際
と
は
異
な
る
「
も
し

〜
だ
っ
た
ら
」
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
を
計
算
し
た

り
、
さ
ら
に
重
力
の
よ
う
な
物
理
的
分
野
の
見
え

な
い
原
因
を
仮
定
し
た
り
す
る
こ
と
も
可
能
に
な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
言
語
の
獲
得
は
、
約
二
〇
〇

万
年
前
の
最
初
の
ホ
モ
属
の
段
階
で
あ
っ
た
の

か
、
約
二
〇
万
年
前
の
最
初
の
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス

の
段
階
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
更
に
後
の
一

万
数
千
年
前
の
旧
石
器
時
代
後
期
の
段
階
で
あ
っ

た
の
か
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
現
代
の
ヒ
ト
の
成

人
が
行
っ
て
い
る
メ
ン
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
﹇
心
を
読

む
こ
と
﹈
は
、
第
二
段
階
目
以
降
で
な
け
れ
ば
、

可
能
と
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
 277
）。

＊

第
二
段
階
目
の
洞
察
を
生
ん
だ
言
語
の
起
源
に

つ
い
て
、
著
者
の
考
え
を
見
て
お
こ
う
。

  
  

「﹇
言
語
は
﹈
い
く
つ
か
の
段
階
で
進
化
が
進

ん
だ
と
い
う
方
が
、
ず
っ
と
あ
り
そ
う
だ
。
最

初
の
「
原
言
語
（proto-language

）」
は
ジ
ェ

ス
チ
ャ
ー
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
れ
は
、
現
生
類
人
猿
の
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
に
よ

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
欠
け
て
い
る
指
示

（reference
）
と
統
語
法
（syntax

）
を
も
つ
、

ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
言
語
で
あ
っ
た
ろ
う
。
も
し
く

は
統
語
法
の
な
い
発
話
に
基
づ
く
も
の
で
、
新

し
い
発
声
を
獲
得
す
る
能
力
を
備
え
た
原
人
に

よ
る
、
必
要
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
の
で

き
る
柔
軟
な
音
声
記
号
語
彙
（flexible 

vocabulary of vocal signals

）
で
あ
っ
た
ろ

う
。
こ
の
新
し
い
発
声
を
獲
得
す
る
能
力
は
、

現
生
類
人
猿
の
音
声
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

は
な
い
（
私
は
、
前
者
の
仮
説
が
よ
り
あ
り
そ

う
に
思
え
る
。「
類
人
猿
言
語
（ape 

language

）」
の
研
究
は
、
大
型
類
人
猿
が
十

分
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
指
示
的
に
用
い
る
準
備
が

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
巧
み
な

採
食
処
理
の
研
究
か
ら
、
彼
ら
は
、
句
構
造
文

法
（phrase-structure gram

m
ar

）
の
階
層

に
一
致
す
る
動
作
の
構
造
を
十
分
発
達
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。）」（ 

275 

│ 

277
。
参

考
の
た
め
に
引
用
文
に
英
語
を
補
っ
た
。）

こ
の
記
述
は
、
進
化
的
に
大
型
類
人
猿
と
ヒ
ト

が
共
通
に
保
有
す
る
能
力
（
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
、
あ

る
い
は
、
発
声
）
に
、
新
た
な
能
力
（
指
示
と
統

語
法
、
あ
る
い
は
、
新
し
い
発
声
を
獲
得
す
る
能

力
）
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヒ
ト
の
言
語
が

起
源
し
た
と
推
測
し
て
お
り
、
非
常
に
興
味
深

い
。さ

ら
に
、
洞
察
の
深
さ
と
広
さ
に
差
の
あ
る
ヒ

ト
と
大
型
類
人
猿
に
お
け
る
、
心
の
表
出
の
仕
方

の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
た
興
味
深
い
記
述
が
あ

る
。
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「
現
在
わ
れ
わ
れ
が
知
る
限
り
、
ヒ
ト
以
外

の
類
人
猿
は
集
団
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
感
じ

て
い
な
い
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
確
か
に
、
近

隣
の
群
れ
に
破
壊
的
な
攻
撃
を
加
え
る
…
…
。

そ
し
て
彼
ら
の
行
動
は
観
察
者
に
わ
れ
わ
れ
の

行
動
と
似
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
、「
奇

襲
攻
撃
」
や
「
戦
争
」
の
よ
う
な
用
語
が
用
い

ら
れ
る
。
し
か
し
、
硬
い
木
の
実
を
砕
く
た
め

の
打
ち
石
や
台
石
の
使
い
方
を
知
っ
て
い
る
チ

ン
パ
ン
ジ
ー
、
そ
し
て
シ
ロ
ア
リ
釣
り
の
探
り

棒
が
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
も
投
げ
捨
て
な
い
で

逆
に
し
て
使
う
こ
と
を
習
慣
に
し
て
い
る
チ
ン

パ
ン
ジ
ー
が
、
木
の
実
を
割
れ
な
い
チ
ン
パ
ン

ジ
ー
や
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
た
釣
り
用
の
棒
を
投

げ
捨
て
て
し
ま
う
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
対
し
て
、

優
越
感
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
証
拠
は
今
の
と

こ
ろ
な
い
」（
 140 

│

 141
）。

ま
た
、

  
  

「
大
型
類
人
猿
は
、
す
べ
て
の
霊
長
類
集
団

で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
他
個
体
を
騙
す
よ

う
に
機
能
す
る
行
動
を
獲
得
す
る
。
そ
し
て
、

時
に
は
、
確
実
に
他
個
体
が
知
ら
な
い
よ
う
に

し
て
利
益
を
得
る
新
し
い
方
法
を
計
算
す
る
こ

と
ま
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
彼
ら

は
、
他
個
体
に
よ
っ
て
時
に
騙
さ
れ
て
き
た
と

か
、
騙
し
に
報
復
す
る
と
い
う
動
機
を
抱
く
と

い
う
考
え
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
兆
候
は
示

さ
な
い
。
大
型
類
人
猿
は
鏡
に
映
る
自
分
の
姿

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
実
体
と
し
て
の
自

己
の
何
ら
か
の
概
念
を
発
達
さ
せ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
自
分
の
姿
に
き
ま

り
悪
さ
や
プ
ラ
イ
ド
を
示
す
よ
う
に
は
な
ら
な

い
。
自
分
が
他
個
体
に
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か

と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」

（
 279 

│

 280
）。

＊

心
の
表
出
の
仕
方
や
言
語
能
力
に
お
い
て
、
ヒ

ト
と
大
型
類
人
猿
は
大
き
な
違
い
を
見
せ
る
が
、

洞
察
に
お
い
て
は
様
子
が
異
な
っ
て
い
る
。
最
後

に
、
こ
の
点
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

著
者
は
、「
ヒ
ト
は
深
い
洞
察
の
レ
ベ
ル
で
理

解
す
る
言
語
的
能
力
を
も
つ
が
、
今
日
で
も
、
類

人
猿
や
そ
の
他
の
動
物
種
と
共
有
す
る
種
類
の
洞

察
に
い
ま
だ
依
存
し
て
い
る
」（
12
）
と
言
う
。

こ
の
後
半
の
洞
察
、
つ
ま
り
、
第
一
段
階
目
で
起

源
し
た
洞
察
は
、
ヒ
ト
の
場
合
、
大
き
な
小
脳
と

新
皮
質
を
持
ち
、
大
き
な
ワ
ー
キ
ン
グ
・
メ
モ
リ

の
容
量
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
他
の
大
型
類
人
猿

よ
り
も
、
速
い
処
理
速
度
と
高
い
効
率
を
実
現
し

て
い
る
。
ヒ
ト
は
、
ほ
と
ん
ど
の
時
間
、
こ
の
第

一
段
階
目
の
洞
察
に
依
存
し
て
い
る
（
 283
）。
で

は
言
語
に
依
存
す
る
第
二
段
階
目
の
洞
察
は
、
ど

の
よ
う
に
使
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
第

二
段
階
目
の
洞
察
と
、
第
一
段
階
目
の
洞
察
と

は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
著

者
は
、
第
二
段
階
目
の
洞
察
は
、
第
一
段
階
目
の

洞
察
に
置
き
換
わ
る
の
で
は
な
く
、
付
け
加
わ
る

形
で
、
よ
り
控
え
め
に
、
違
う
目
的
の
た
め
に
使

わ
れ
る
（
 282
）
と
し
た
上
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、

「
必
要
に
迫
ら
れ
た
ら
、
処
理
速
度
は
遅
い
け
れ

ど
も
、
論
理
的
に
弁
護
可
能
で
、
言
語
的
に
説
明

可
能
な
第
二
の
過
程
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
述
べ
て
い
る
（
 283
）。
具
体
的
に
は
、「
子

ど
も
に
プ
ロ
セ
ス
や
人
々
に
つ
い
て
説
明
し
て
教

え
る
」
場
合
と
か
、「
正
確
に
知
っ
て
い
る
こ
と

と
非
常
に
異
な
る
仕
方
で
自
分
の
騙
し
行
動
を
後

づ
け
で
釈
明
す
る
」
場
合
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
 282
）。著

者
は
、
最
後
に
、「
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
社
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会
生
活
の
ほ
と
ん
ど
が
、
親
類
で
あ
る
類
人
猿
と

共
有
し
て
い
る
能
力
に
よ
っ
て
調
節
さ
れ
、
動
か

さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
だ
け
が
、

そ
れ
ら
の
こ
と
を
言
葉
で
表
現
で
き
る
の
で
は
あ

る
が
！
」（
 283
）
と
、
わ
れ
わ
れ
の
中
に
潜
む
類

人
猿
的
能
力
の
働
き
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

＊

本
書
は
、
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
た
ポ
ピ
ュ
ラ

ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
本
と
は
一
線
を
画
し
、
相
当
難

解
で
あ
る
。
し
か
し
、
長
年
に
わ
た
る
著
者
の
研

究
の
集
大
成
と
し
て
、
多
く
の
、
観
察
、
実
験
、

発
見
、
仮
説
等
の
中
か
ら
、
証
拠
を
一
つ
ひ
と
つ

積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
、
優
れ

た
科
学
書
で
あ
る
。
人
間
は
、
動
物
が
人
間
的
行

動
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
振
舞
い
を
す
る

と
、
容
易
に
人
間
的
特
性
を
読
み
込
ん
で
し
ま

う
。
こ
の
傾
向
性
は
、
動
物
の
行
動
や
心
理
の
研

究
者
に
と
っ
て
は
、
常
に
意
識
し
て
慎
重
に
対
処

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
罠
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ

う
。
著
者
は
、
注
意
深
く
、
そ
の
罠
を
回
避
し
、

ど
の
よ
う
な
説
明
が
真
実
に
迫
る
説
明
法
な
の
か

追
求
し
て
い
る
。
図
書
紹
介
の
執
筆
を
念
頭
に
繰

り
返
し
読
ん
だ
こ
と
で
、
本
書
の
面
白
さ
を
実
感

す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
、
う
れ
し
く
思
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
本
格
的
な
科
学
書
の
翻
訳
を

手
掛
け
ら
れ
、
立
派
な
日
本
語
版
に
仕
上
げ
ら
れ

た
訳
者
に
改
め
て
敬
意
を
表
し
た
い
。

今
日
、
自
然
と
の
共
生
と
か
、
自
然
と
の
和
解

と
い
っ
た
問
題
が
、
人
類
的
・
地
球
的
な
課
題
と

し
て
立
ち
現
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
課
題
と

取
り
組
む
上
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
然
界
の
一
員

と
し
て
の
人
間
を
深
く
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い

て
も
、
優
れ
た
知
見
に
溢
れ
た
本
書
は
貴
重
で
あ

る
。
一
人
で
も
多
く
の
人
に
、
一
読
を
お
勧
め
し

た
い
。

〔
新
曜
社
、
二
〇
一
八
年
〕


