
一
七
六

は
じ
め
に

ヒ
ト
以
外
の
動
物
に
か
か
わ
る
哲
学
的
問
題
と
し
て
、
現
在
最
も
関
心
を
集
め
て

い
る
の
は
、
動
物
（
以
下
、
単
に
「
動
物
」
と
い
う
と
き
は
、「
ヒ
ト
以
外
の
動
物
」
を
指

す
も
の
と
す
る
。）
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
道
徳
的
問
題
で
あ
ろ
う
。
研
究
開
発
の
た

め
の
動
物
実
験
や
、
食
肉
の
利
用
に
際
し
て
の
動
物
の
取
り
扱
い
は
、
単
な
る
物
件

を
取
り
扱
う
の
と
は
異
な
る
何
ら
か
の
道
徳
的
配
慮
を
も
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
、
今
日
で
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
の
根
拠
と
な
る
の
が
、

動
物
が
、
快
苦
の
感
覚
を
は
じ
め
と
し
て
、
ヒ
ト
と
共
通
す
る
心
的
状
態
や
作
用
を

持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
人
間
と
動
物
の
類
似
性
な
い
し
連
続
性

を
根
拠
に
、
人
間
に
か
か
わ
る
哲
学
的
考
察
が
動
物
に
範
囲
を
広
げ
て
適
用
さ
れ
る
。

（
以
下
、「
ヒ
ト
」
と
い
う
と
き
は
、
他
の
動
物
と
並
ぶ
ひ
と
つ
の
種
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
を
、

「
人
間
」
と
い
う
と
き
は
、
精
神
の
本
性
や
道
徳
的
地
位
に
か
か
わ
る
哲
学
的
考
察
の
対
象
と

し
て
の
わ
れ
わ
れ
を
指
す
も
の
と
す
る
。）

こ
れ
と
は
反
対
に
、
人
間
自
身
に
か
か
わ
る
哲
学
的
考
察
を
深
め
る
た
め
に
、
動

物
と
の
類
推
や
対
比
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
。
人
間
と
動
物
の
差
異
を
特
徴
づ
け

る
た
め
に
古
来
用
い
ら
れ
て
き
た
論
拠
の
一
つ
が
、
動
物
の
持
た
な
い
理
性
な
い
し

知
性
の
作
用
を
、
人
間
は
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
懐
疑
主

義
の
方
向
に
傾
く
幾
人
か
の
哲
学
者
た
ち
は
、
一
方
で
、
動
物
が
人
間
と
同
様
、
あ

る
い
は
そ
れ
以
上
の
知
的
能
力
を
示
す
こ
と
を
、
ま
た
他
方
で
、
人
間
の
理
性
な
い

し
知
性
の
作
用
が
可
謬
的
で
あ
り
、
常
に
信
頼
が
置
け
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
挙

げ
て
、
人
間
の
動
物
に
対
す
る
優
越
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
き
た
。
本
稿
の
目
的
は
、

人
間
の
心
と
動
物
の
心
の
作
用
の
連
続
性
を
、
主
と
し
て
知
的
能
力
の
側
面
に
注
目

し
て
検
討
し
、
人
間
に
特
有
の
形
態
の
理
性
な
い
し
知
性
の
作
用
が
、
そ
れ
自
体
と

し
て
、
単
独
で
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
動
物
と
共
有
す
る
認
知
作
用

を
、
い
わ
ば
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
て
必
要
と
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
あ
る
。

以
下
で
は
ま
ず
、
人
間
と
動
物
の
本
質
的
差
異
を
否
定
す
る
懐
疑
主
義
的
議
論
に

お
い
て
、「
理
性
」
な
い
し
「
知
性
」
が
、
二
義
性
を
持
つ
こ
と
を
、
主
と
し
て
モ

ン
テ
ー
ニ
ュ
の
テ
ク
ス
ト
を
例
と
し
て
示
す
。
す
な
わ
ち
、
動
物
も
ま
た
理
性
や
知

性
を
示
す
と
い
う
と
き
は
、
理
性
や
知
性
は
、
動
物
の
行
動
を
お
お
む
ね
誤
り
な
く

導
く
、
自
然
に
与
え
ら
れ
た
識
別
能
力
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
人
間
が
理
性
を
持
つ
こ
と
の
意
義
に
疑
問
を
投
げ
か
け
よ
う
と
す
る
議
論
で
は
、

理
性
は
自
然
界
に
つ
い
て
も
人
間
自
身
に
つ
い
て
も
、
確
実
な
知
識
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
ず
、
何
ら
信
頼
に
足
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
力
説
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
性
の
二
義
性
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
か
ら
約
一
世
紀
半
後
の
ヒ
ュ
ー

ム
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
議
論
か
ら
お
よ
そ
半
世
紀
後
、

デ
カ
ル
ト
は
、
動
物
に
、
理
性
は
も
と
よ
り
、
一
切
の
精
神
作
用
を
認
め
な
い
態
度

を
と
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
約
一
世
紀
後
に
あ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
理
性
と
情
念
の

双
方
に
つ
い
て
、
人
間
と
動
物
の
精
神
作
用
の
原
理
が
同
一
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
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た
だ
し
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
人
間
と
動
物
の
精
神
作
用
が
同
一
の
原
理
に
よ
る
こ
と
を
認

め
な
が
ら
も
、
人
間
の
理
性
的
推
論
の
及
ぶ
範
囲
が
他
の
動
物
を
は
る
か
に
凌
駕
し

て
お
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
人
間
が
他
の
動
物
に
対
し
て
は
る
か
に
優
越
し
て
い

る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
は
、
哲
学
的
反
省
と
意
識
的
な
推
論

が
理
性
自
身
に
向
け
ら
れ
る
と
き
、
理
性
は
理
性
自
身
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き

ず
、
一
種
の
無
限
後
退
か
ら
一
切
の
確
信
の
喪
失
に
い
た
る
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
に
、

人
間
と
動
物
に
共
通
な
、
行
動
の
支
え
と
し
て
の
理
性
の
働
き
と
、
不
確
実
で
、
場

合
に
よ
っ
て
は
自
己
破
壊
的
な
意
識
的
推
論
と
の
、
二
義
性
が
現
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
は
、
双
方
と
も
に
理
性
を
二

義
的
な
か
た
ち
で
取
り
扱
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
場
合
は
、
理
性

の
二
側
面
が
、
単
に
並
置
さ
れ
、
無
媒
介
に
対
立
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ヒ
ュ
ー

ム
の
場
合
は
、
理
性
が
人
間
と
動
物
に
共
通
の
作
用
と
し
て
現
わ
れ
る
場
合
も
、

人
間
に
特
有
の
作
用
の
し
か
た
を
す
る
場
合
も
、
そ
の
根
源
に
あ
る
原
理
は
共
通
で

あ
る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
に
特
有
の
種
類
の
理
性
の
作
用
が
、
動
物
と
共
通

の
原
理
か
ら
、
何
ゆ
え
に
、
い
か
に
し
て
成
立
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。

本
稿
の
基
本
的
主
張
は
、
人
間
に
特
有
の
形
態
の
理
性
な
い
し
知
性
の
作
用
が
、

そ
れ
自
体
と
し
て
、
単
独
で
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
動
物
と
共
有
す

る
認
知
作
用
を
、
い
わ
ば
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
て
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
本
稿
の
後
半
は
、
こ
の
こ
と
を
、
主
と
し
て
自
己
意
識
の
問
題
に
即
し
て
確

証
し
よ
う
と
試
み
る
。
動
物
の
自
己
意
識
、
そ
し
て
そ
れ
と
相
関
的
な
他
者
に
か
ん

す
る
意
識
の
成
立
は
、
ヒ
ト
を
含
む
動
物
の
心
の
進
化
を
探
究
す
る
比
較
認
知
科
学

に
お
い
て
も
、
関
心
を
集
め
て
い
る
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ

う
し
た
現
代
的
知
見
を
も
参
照
し
な
が
ら
、
動
物
の
精
神
の
働
き
に
か
ん
す
る
ヒ
ュ

ー
ム
の
議
論
が
、
人
間
の
自
己
意
識
と
、
そ
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
な
す
、
動
物

に
お
け
る
自
己
と
他
者
の
認
識
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
洞
察
を
与
え
る
か

を
検
討
す
る
。
人
間
理
性
の
自
己
破
壊
的
作
用
が
、
人
間
理
性
を
支
え
る
動
物
的
な

諸
原
理
を
忘
却
し
、
理
性
が
そ
れ
自
体
だ
け
で
自
分
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
と
こ

ろ
か
ら
生
ず
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
、
す
で
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
や
ヒ
ュ
ー
ム
が
見

取
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
の
精
神
の
働
き
に
お
い
て
、
動
物
と
共

通
の
認
知
作
用
が
果
た
し
て
い
る
役
割
を
、
現
代
の
知
見
も
参
照
し
な
が
ら
改
め
て

検
討
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
基
本
的
洞
察

の
意
義
を
よ
り
深
く
と
ら
え
な
お
し
、
現
代
的
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。一

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
「
レ
ー
モ
ン
・
ス
ボ
ン
の
弁
護
」（『
エ
セ
ー
』
第
二
巻
第
十
二
章
）

は
、『
エ
セ
ー
』
全
編
中
、
最
も
長
大
な
論
説
で
あ
り
、『
エ
セ
ー
』
全
体
の
約
七
分

の
一
の
分
量
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
名
目
上
の
目
的
は
、
章
の
表
題
に
も
あ
る
よ
う

に
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
生
ま
れ
で
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
学
の
教
授
だ
っ
た
神
学
者
レ
ー
モ

ン
・
ス
ボ
ン
の
自
然
神
学
上
の
著
作
に
対
す
る
批
判
を
論
駁
し
、
著
者
を
弁
護
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
ス
ボ
ン
に
対
す
る
二
種
類
の
批
判
を
取
り
上

げ
る
。
そ
の
第
一
は
、
信
仰
を
理
性
に
よ
っ
て
確
立
し
よ
う
と
す
る
自
然
神
学
の
試

み
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
理
性
が

単
独
で
は
信
仰
を
確
立
す
る
の
に
不
十
分
で
あ
り
、
啓
示
の
働
き
が
必
要
で
あ
る
と

し
て
も
、
信
仰
の
た
め
に
理
性
を
役
立
て
よ
う
と
す
る
試
み
自
身
は
擁
護
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
反
論
す
る
。
ス
ボ
ン
に
対
す
る
第
二
の
批
判
は
、
人
間
理
性
に
依
拠
す

る
ス
ボ
ン
の
議
論
に
、
や
は
り
人
間
理
性
に
よ
る
議
論
で
対
抗
し
、
こ
れ
を
打
ち
倒

そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
人
間
理
性
に
よ
る

議
論
が
、
人
間
理
性
に
よ
る
他
の
議
論
を
決
定
的
に
打
ち
負
か
し
う
る
こ
と
自
体
を

疑
う
と
い
う
、
懐
疑
主
義
的
な
態
度
を
も
っ
て
応
じ
る
。
そ
し
て
、
論
説
の
大
半
は
、

人
間
理
性
の
誤
り
や
す
さ
、
不
確
実
さ
を
示
す
議
論
の
提
示
に
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
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な
る
。（L

P
691-706 ,

原3

・2 -29

q

）

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
人
間
理
性
の
不
完
全
性
を
示
す
議
論
の
前
半
で
、
か
な
り
の
紙

幅
を
割
い
て
展
開
さ
れ
る
の
が
、
人
間
と
他
の
動
物
を
比
較
し
、
人
間
の
優
越
性
に

疑
い
を
投
げ
か
け
る
諸
考
察
で
あ
る
。（L

P
710-758,

原3

・35-97

）
そ
こ
で
は
、
プ

ル
タ
ル
コ
ス
の
「
陸
の
動
物
と
海
の
動
物
と
ど
ち
ら
が
賢
い
か
」（『
モ
ラ
リ
ア
』
第

十
二
巻
）
な
ど
の
古
典
か
ら
、
動
物
の
知
恵
や
徳
、
感
情
の
豊
か
さ
を
示
す
と
さ
れ

る
さ
ま
ざ
ま
な
例
が
引
か
れ
る
。
そ
こ
で
語
ら
れ
る
「
理
性
」
や
「
推
論
」
に
は
、

文
脈
に
よ
っ
て
異
な
る
、
二
つ
の
対
照
的
な
意
義
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、

動
物
の
示
す
巧
妙
な
振
る
舞
い
が
、
人
間
の
場
合
と
同
様
、
理
性
的
推
論
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
と
主
張
す
る
場
合
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
理
性
」

や
「
推
論
」
に
基
本
的
に
肯
定
的
な
意
義
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
間

が
理
性
に
よ
っ
て
自
ら
を
動
物
と
区
別
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
文
脈
で

は
、
理
性
の
意
義
は
ほ
と
ん
ど
無
に
等
し
い
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
動
物
に
理
性
な
い
し
推
論
能
力
を
認
め
る
論
法
は
、
人
間
と
動

物
の
行
動
に
類
似
性
が
見
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
を
、
同
種
の
原
因
す
な
わ
ち
精
神
作

用
か
ら
生
じ
た
結
果
と
み
な
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
法
は
、
後
に
ヒ
ュ
ー

ム
が
動
物
の
理
性
や
動
物
の
情
念
を
論
ず
る
際
に
用
い
た
も
の
で
も
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
人
間
が
選
択
と
技
術
に
よ
っ
て
行
な
う
事
柄
を
、
動
物
た
ち
が
、
生
ま

れ
つ
き
の
強
い
ら
れ
た
本
能
（in

clin
ation

n
atu

relle
et

forcée

）
に
よ
っ
て
行
な

う
と
考
え
る
こ
と
に
は
何
の
根
拠
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
同
じ
結
果
か
ら
は
同
じ

能
力
を
、
よ
り
豊
か
な
結
果
か
ら
は
よ
り
豊
か
な
能
力
を
結
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
、
人
間
が
行
動
す
る
と
き
に
取
る
同
じ
言
論
（discou

rs

）、
同
じ
筋
道

を
、
あ
る
い
は
何
か
別
の
も
っ
と
よ
い
も
の
を
、
動
物
た
ち
も
取
る
と
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」（L

P
721,

原3

・46-47

）

氷
の
下
を
流
れ
る
水
の
音
を
聴
い
て
氷
の
厚
さ
を
知
る
と
い
う
、
ト
ラ
キ
ア
の
狐

（P
lu

tarch
1957,968F

-969A

）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

「
こ
れ
は
自
然
の
感
覚
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
推
論
（ratiocin

ation

）
と
帰
結
で
あ
る
。」

（L
P
722,

原3

・47-48

）

ま
た
、
動
物
た
ち
が
、
効
能
の
あ
る
薬
草
を
見
出
す
な
ど
し
て
、
病
気
や
け
が
を

癒
す
知
識
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
う
語
ら
れ
る
。

「
ど
う
し
て
同
じ
よ
う
に
こ
れ
を
学
問
（scien

ce

）
と
知
恵
（pru

den
ce

）
に
よ
る
も

の
だ
と
言
わ
な
い
の
か
。
ま
っ
た
く
、
動
物
の
価
値
を
下
げ
よ
う
と
し
て
、「
彼
ら

は
た
だ
自
然
の
指
示
と
支
配
に
よ
っ
て
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
な
ど
と

言
う
の
は
、
彼
ら
か
ら
学
問
と
知
恵
に
対
す
る
権
利
を
奪
う
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て

わ
れ
わ
れ
よ
り
も
正
当
な
理
由
に
よ
っ
て
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
こ
ん
な
に

も
確
実
な
教
師
で
あ
る
自
然
の
名
誉
を
い
っ
そ
う
輝
か
す
こ
と
に
な
る
。」（L

P
725,

原3

・51

）

こ
れ
に
対
し
、
人
間
が
動
物
に
属
す
る
も
の
と
人
間
自
身
に
属
す
る
も
の
を
区
別

し
、
理
性
を
人
間
だ
け
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
言
う
。

「
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
認
め
て
自
然
の
恵
み
と
し
て
動
物
に
与
え
る
分
け
前
は
、
彼
ら

に
と
っ
て
大
い
に
有
利
な
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
分
け
前
と
し
て
、
想

像
と
空
想
に
よ
る
富
、
人
間
の
能
力
で
は
請
合
う
こ
と
の
で
き
な
い
未
来
の
不
在
の

富
、
わ
れ
わ
れ
の
勝
手
な
考
え
か
ら
誤
っ
て
自
分
に
与
え
て
い
る
理
性
（raison

）

と
か
学
問
（scien

ce

）
と
か
名
誉
の
よ
う
な
富
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら

の
分
け
前
と
し
て
、
実
質
的
で
手
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
富
、
す
な
わ
ち
、
平
和
、

休
息
、
安
全
、
無
罪
、
健
康
等
を
譲
っ
て
い
る
。」（L

P
756-757,

原3

・86

）

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
、
動
物
の
知
的
な
振
る
舞
い
は
「
言
論
（discou

rs

）」
に
も
と

づ
く
と
述
べ
る
と
き
、「
言
論
」
は
「
推
論
（ratiocin

ation

）」
と
同
義
で
あ
り
、

そ
れ
が
指
す
も
の
は
理
性
す
な
わ
ち
推
論
能
力
の
働
き
に
他
な
ら
な
い
。
知
性
を
示

す
振
る
舞
い
が
、
理
性
の
行
使
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
は
、
人
間
で
も
動
物
で
も

同
様
で
あ
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
理
性
に
も
と
づ
く
知
識
、
す
な
わ
ち
「
学
問
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（scien
ce

）」
は
、
動
物
の
場
合
、
自
然
に
導
か
れ
て
い
る
だ
け
、
人
間
の
知
識
よ
り

も
堅
固
な
基
盤
を
持
ち
、
実
際
に
有
用
な
結
果
を
生
む
。
こ
れ
に
対
し
て
人
間
の
理

性
は
、
自
然
の
支
え
な
し
に
、
自
ら
を
知
り
、
知
識
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
と
き
、

そ
の
無
力
を
さ
ら
け
出
す
の
で
あ
る
。

人
間
理
性
の
無
力
は
、「
レ
ー
モ
ン
・
ス
ボ
ン
の
弁
護
」
の
ほ
ぼ
全
編
に
わ
た
っ

て
手
を
変
え
品
を
変
え
て
力
説
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
お
け
る

「
理
性
」
の
二
義
性
を
、
自
然
に
導
か
れ
た
動
物
理
性
と
、
自
然
と
切
り
離
さ
れ
、

自
ら
を
自
ら
自
身
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
人
間
理
性
の
対
比
と
し
て
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
人
間
理
性
の
あ
り
方
を
典
型
的
に
示

す
の
が
、
理
性
に
よ
っ
て
自
然
界
に
か
ん
す
る
学
問
の
第
一
原
理
を
求
め
る
こ
と
の

失
敗
か
ら
、
理
性
の
理
性
自
身
に
よ
る
吟
味
へ
向
か
う
、
つ
ぎ
の
議
論
で
あ
る
。

既
成
の
学
問
で
行
な
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
論
証
に
お
い
て
、
そ
の
出
発
点
と
な
る

原
則
は
吟
味
に
か
け
ら
れ
て
い
な
い
、
単
な
る
仮
定
で
し
か
な
い
。
こ
う
し
た
仮
定

に
対
し
て
は
、
反
対
の
仮
定
を
立
て
、
両
者
を
理
性
の
吟
味
に
か
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
る
に
、
理
性
の
み
に
よ
っ
て
は
、
元
の
仮
定
と
そ
れ
に
反
対
の
仮
定
の

う
ち
の
い
ず
れ
を
よ
り
確
か
ら
し
い
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「
お
の
お
の
の
学
問
に
は
そ
れ
ぞ
れ
仮
定
さ
れ
た
原
則
が
あ
り
、
人
間
の
判
断
は
あ

ら
ゆ
る
方
面
か
ら
そ
の
拘
束
を
受
け
る
。
も
し
も
根
本
的
な
誤
謬
が
潜
ん
で
い
る
こ

の
柵
を
攻
撃
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
と
、
彼
ら
は
早
速
、「
原
則
を
否
定
す
る

人
と
議
論
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
格
言
を
持
ち
出
し
て
来
る
。
と
こ
ろ
で
、
神

の
啓
示
を
受
け
な
い
限
り
、
人
間
に
と
っ
て
原
則
な
ど
は
あ
り
え
な
い
。[

…]

仮
定

を
設
け
て
議
論
す
る
人
々
に
対
し
て
は
、
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
当
の
公
理
を

反
対
に
仮
定
と
し
て
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
設
け
る
ど
の

仮
定
も
ど
の
命
題
も
、
理
性
が
そ
れ
ら
を
区
別
し
な
い
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
も
同
じ

権
威
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
す
べ
て
を
秤
に
か
け
て
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。」（L

P
841-842,

原3

・187

）

感
覚
の
明
証
を
論
証
の
出
発
点
と
す
る
道
も
、
学
者
た
ち
に
は
開
か
れ
て
い
な
い
。

必
要
な
の
は
、
理
性
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
原
則
で
あ
り
、
感
覚
に
与
え
ら
れ

た
も
の
を
真
だ
と
思
い
込
む
自
然
の
傾
向
は
、
そ
の
よ
う
な
原
則
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
熱
を
疑
う
な
ら
、
火
の
中
に
飛
び
込
ん
で
み
ろ
」
と
い

う
論
法
に
対
し
て
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
の
答
え
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
諸
規
則
も
な
く
、
自
然
学
の
名
前
も
知
ら
ず

に
、
静
か
で
平
和
な
長
寿
を
楽
し
ん
で
い
る
食
人
種
の
間
で
な
ら
ば
正
し
い
で
あ
ろ

う
。
お
そ
ら
く
、
哲
学
者
た
ち
が
そ
の
理
性
や
創
意
か
ら
借
り
る
答
え
よ
り
も
堅
固

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
答
え
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
と
と
も
に
す
べ
て
の
動
物

や
自
然
の
法
則
の
支
配
を
純
粋
単
純
に
受
け
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
に
も
、
通
用
す

る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
哲
学
者
た
ち
は
そ
れ
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。
も
は
や
、
彼
ら

は
私
に
向
か
っ
て
「
そ
れ
は
真
実
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
は
そ
れ
を
そ
の
と

お
り
に
見
て
い
る
し
、
感
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
。」
と
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

む
し
ろ
、
私
が
今
感
じ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
、
私
が
、
感
じ
て
い
る
と
思

っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
本
当
に
感
じ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
そ
れ
を
感

じ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
次
に
は
、
な
ぜ
感
ず
る
の
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
、
何

を
感
ず
る
の
か
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
熱
さ
や
冷
た
さ
に
つ
い
て
は
、
そ

の
名
称
、
起
源
、
そ
の
他
こ
れ
に
つ
い
て
の
一
部
始
終
と
、
作
用
を
及
ぼ
す
も
の
と

受
け
取
る
も
の
と
の
性
質
を
、
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ

の
職
業
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
哲
学
は
理
性
に
よ
ら
な
け
れ
ば
何
も
是
認
し

な
い
か
ら
で
あ
る
。」（L

P
842-843,

原3

・188-189

）

し
か
し
、
理
性
は
、
そ
れ
の
み
で
は
、
真
理
の
基
準
と
し
て
あ
ま
り
に
不
確
実
で

あ
る
。「
理
性
こ
そ
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
吟
味
の
試
金
石
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
誤
謬
と
過
誤
と
弱
点
と
欠
陥
に
満
ち
た
試
金
石
で
あ
る
。」（
同
）
そ

の
こ
と
は
、
理
性
自
身
を
理
性
に
よ
っ
て
吟
味
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
よ
く

知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
議
論
は
、
人
間
が
理
性
に
よ
っ
て
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自
己
を
知
り
う
る
か
ど
う
か
の
検
討
に
向
か
う
。
検
討
の
結
果
が
こ
と
ご
と
く
否
定

的
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
が
誇
る
諸
学
の
体
系
を
構
成
す
る
精
妙
な

論
証
よ
り
も
、
文
明
に
毒
さ
れ
る
以
前
の
未
開
人
（「
食
人
種
に
つ
い
て
」『
エ
セ
ー
』

第
一
巻
第
三
十
章
も
参
照
。）
や
動
物
が
示
す
、
実
際
の
行
動
と
結
び
つ
い
た
自
然
な

推
論
の
働
き
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
自
然

な
推
論
を
生
み
出
す
理
性
の
働
き
の
内
容
に
つ
い
て
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
具
体
的
に

述
べ
て
い
る
の
は
、
件
の
ト
ラ
キ
ア
の
狐
の
経
験
的
推
論
や
、
ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
に

帰
せ
ら
れ
る
、
主
人
だ
か
獲
物
だ
か
を
追
っ
て
分
か
れ
道
に
さ
し
か
か
っ
た
犬
の
行

な
う
消
去
法
に
よ
る
論
理
的
推
論
と
い
っ
た
（L

P
725-726,

原3

・51-52

）、
古
代
以

来
周
知
の
例
で
し
か
な
い
。
こ
れ
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
目
的
が
、
理
性
の
働
き
そ

の
も
の
の
探
究
で
は
な
く
、
セ
ク
ス
ト
ス
流
の
懐
疑
主
義
の
論
法
に
し
た
が
っ
て
、

人
間
の
動
物
に
対
す
る
優
位
と
い
う
通
念
に
対
し
て
そ
れ
と
反
対
の
「
現
わ
れ
」
を

示
す
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
懐
疑
の
目
的
が
、

古
代
の
懐
疑
主
義
者
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
人
間
の
思
い
上
が
り
と
思

い
込
み
を
砕
い
た
上
で
、
そ
れ
ら
か
ら
自
由
な
生
き
方
を
取
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
な
ぜ
人
間
が
そ
う
し
た
高
慢
と
偏
見
に
陥
る
の
か
、
そ
れ
ら
に
陥
る
以
前
の
健

全
な
精
神
の
働
き
は
い
か
な
る
も
の
か
を
知
ろ
う
と
す
る
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
自
然

な
欲
求
と
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
理
性
を
含
む
精
神
の
自
然
な
働
き
の
解
明
、

ま
た
そ
の
反
面
と
し
て
の
、
病
理
的
な
現
象
す
な
わ
ち
偽
な
る
哲
学
へ
の
診
断
を
求

め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
も
と
を
去
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
へ
と
向
か
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

二

ヒ
ュ
ー
ム
は
、『
人
間
本
性
論
』
と
『
人
間
知
性
研
究
』
の
両
方
で
、
短
い
な
が

ら
独
立
の
節
（T

1.3.16,E
9

w

）
を
当
て
て
、
動
物
の
理
性
を
論
じ
て
い
る
。

『
人
間
本
性
論
』
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
動
物
が
理
性
、
す
な
わ
ち
経
験
に
も
と
づ
く

習
慣
的
な
推
理
の
働
き
を
持
つ
こ
と
は
、
自
己
を
保
存
し
、
快
を
求
め
、
苦
を
避
け
る

行
動
を
、
動
物
た
ち
が
わ
れ
わ
れ
人
間
同
様
に
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
。
こ

う
し
た
行
動
は
、
人
間
の
場
合
、
推
理
の
働
き
に
よ
っ
て
目
的
に
適
合
し
た
手
段
を
選

択
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
人
間
と
他
の
動
物
の
行
動
の
類
似
性
か

ら
し
て
、
動
物
の
場
合
も
そ
れ
を
導
く
の
が
同
じ
理
性
と
い
う
原
理
で
あ
る
こ
と
は
き

わ
め
て
確
か
な
の
で
あ
る
。
外
的
な
行
動
の
類
似
か
ら
内
的
な
原
理
の
類
似
を
引
き
出

す
こ
の
議
論
は
、
上
に
見
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
議
論
と
同
型
で
あ
る
。

他
方
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
動
物
の
理
性
を
考
察
す
る
主
た
る
目
的
は
、
原
因
と
結
果
の

関
係
に
か
ん
す
る
推
理
が
、「
同
様
の
原
因
か
ら
同
様
の
結
果
が
生
ず
る
」
と
か

「
自
然
の
道
筋
が
作
用
す
る
し
か
た
は
常
に
規
則
的
で
あ
る
」
と
か
い
う
か
た
ち
の

一
般
原
則
に
依
存
せ
ず
、
原
因
と
な
る
も
の
か
ら
結
果
と
な
る
も
の
へ
と
精
神
が
直

接
に
推
移
す
る
、
経
験
に
も
と
づ
く
習
慣
的
な
働
き
で
あ
る
と
い
う
、
理
性
の
働
き

の
本
性
に
か
ん
す
る
主
張
を
補
強
す
る
こ
と
で
あ
る
。
動
物
に
理
性
を
認
め
な
が
ら
、

理
性
の
働
き
そ
の
も
の
の
解
明
に
踏
み
込
ま
な
い
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
の
相
違
が
、
こ

こ
に
現
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
習
慣
に
も
と
づ
く
推
理
の
働
き
を
本
能
と
呼
ぶ
の
は
、

そ
れ
が
作
用
す
る
究
極
的
な
原
理
そ
の
も
の
が
、
理
性
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
も
の

で
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
。
経
験
的
な
推
理
は
、
理
性
に
よ
る
理
解
の

及
ば
な
い
原
理
に
も
と
づ
く
と
い
う
点
で
、
鳥
が
巣
を
作
り
、
卵
を
か
え
す
と
き
の

見
事
に
調
整
さ
れ
た
本
能
的
行
動
と
同
等
な
の
で
あ
る
。

『
人
間
本
性
論
』
の
議
論
が
動
物
の
行
動
の
合
目
的
性
か
ら
出
発
す
る
の
に
対
し
、

『
人
間
知
性
研
究
』
は
と
く
に
そ
の
よ
う
な
根
拠
を
あ
げ
ず
に
、
動
物
が
経
験
に
も

と
づ
く
推
理
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
そ
れ
自
体
と
し
て
明
ら
か
で
あ
る
か
の
よ
う

に
語
る
。『
研
究
』
で
は
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。「
人
間
と
同
様
に
動
物
も
、

多
く
の
事
柄
を
経
験
か
ら
学
び
、
同
じ
出
来
事
が
い
つ
も
同
じ
原
因
に
続
い
て
生
じ
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る
だ
ろ
う
と
推
理
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
原
理
に

よ
っ
て
、
動
物
た
ち
は
外
的
対
象
の
よ
り
明
ら
か
な
部
類
の
性
質
を
見
知
る
よ
う
に

な
り
、
誕
生
し
た
と
き
か
ら
次
第
に
、
火
、
水
、
土
、
石
、
高
さ
、
深
さ
、
と
い
っ

た
も
の
の
本
性
に
つ
い
て
の
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
作
用
か
ら
帰
結
す
る
結
果
に
つ
い

て
の
、
知
識
を
蓄
え
て
い
く
。」
し
か
し
、『
人
間
本
性
論
』
の
テ
ク
ス
ト
と
の
対
応

関
係
か
ら
見
て
、
ま
た
、
直
後
に
出
て
く
る
、
跳
躍
し
て
安
全
な
高
さ
を
知
っ
て
い

る
馬
や
、
兎
の
行
動
を
予
測
し
て
待
ち
構
え
る
猟
犬
の
例
か
ら
見
て
、
も
の
の
性
質

に
つ
い
て
動
物
が
持
つ
知
識
が
、
行
動
か
ら
独
立
に
、
中
立
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
知

識
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
馬
は
、
行
く
手
に
あ
る
柵
の
高
さ
を

客
観
的
に
、
中
立
的
に
見
積
も
る
こ
と
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
そ
の
柵
は
自
分
が
跳

び
越
え
ら
れ
る
も
の
か
ど
う
か
識
別
す
る
こ
と
を
学
ぶ
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
え

ば
、
動
物
た
ち
が
経
験
か
ら
学
ぶ
も
の
は
、
行
動
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
関
連
性

を
持
つ
特
徴
を
周
囲
の
世
界
か
ら
抽
出
し
て
知
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
読
み
取
れ
る
「
理
性
」
の
あ
り
方
は
、
推
理
と
い
う
よ
り
知
覚
の
働
き

の
一
部
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
高
す
ぎ
る
柵
を
跳
ぼ
う

と
し
な
い
馬
は
、
柵
の
高
さ
の
認
識
に
も
と
づ
い
て
跳
躍
の
失
敗
を
予
測
す
る
と
い

う
よ
り
は
、
柵
を
跳
躍
不
可
能
な
も
の
と
し
て
見
る
と
い
う
ほ
う
が
、
自
然
な
言
い

方
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
か
え
っ
て
、
通
常
の
知
覚
自
体
が
、
単
に
目

の
前
の
対
象
の
あ
り
方
を
、
他
の
も
の
と
の
関
係
抜
き
に
そ
れ
自
体
と
し
て
見
知
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
可
能
な
行
動
と
の
関
係
に
よ
る
対
象
の
意
味
づ
け

を
ふ
く
む
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
よ
う
な
知
覚
内
容
の
意
味
づ
け
を
、
理
性
の
作

用
と
み
な
す
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
自
体
、
古
代
以
来
、
哲
学
者
た
ち
の
間
で
意
見

が
分
か
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
感
覚
知
覚
の
内
容
を
狭
く
と
ら
え
、
そ
こ
に
単
に

個
別
的
な
感
覚
的
性
質
の
現
わ
れ
だ
け
を
認
め
る
場
合
は
、
逆
に
、
通
常
の
知
覚
が

含
む
と
思
わ
れ
る
内
容
の
多
く
を
、
理
性
な
い
し
判
断
の
側
に
帰
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
知
覚
に
豊
富
な
内
容
を
認
め
な
が
ら
、
理
性
の
作
用
は
あ
く
ま
で

そ
れ
と
は
別
の
も
の
と
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
の
理
性
は
、
感
覚
は
持
つ
が
理

性
を
持
た
な
い
動
物
一
般
と
理
性
を
持
つ
人
間
を
区
別
す
る
特
徴
と
し
て
想
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。（
古
代
哲
学
に
お
け
る
知
覚
と
理
性
の
区
分
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

S
orabji

1993,
ch

ap.
2

を
参
照
。）
ヒ
ュ
ー
ム
が
狭
義
の
感
覚
作
用
の
対
象
で
あ
る
感

覚
印
象
に
認
め
る
内
容
は
、
き
わ
め
て
狭
い
。（T

1.4.2.4,

ま
た
伊
勢2005 ,pp.

3-4

を

参
照
。）
そ
れ
と
相
関
的
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
動
物
の
行
動
を
支
え
る
認
知
作
用
に
、

単
な
る
感
覚
知
覚
と
は
区
別
さ
れ
た
理
性
的
な
要
素
を
認
め
る
。
し
か
も
、
動
物
に

見
出
さ
れ
る
こ
の
理
性
的
な
働
き
は
、
人
間
の
理
性
と
同
一
の
原
理
に
よ
る
。
つ
ま

り
、
感
覚
を
持
つ
動
物
に
お
い
て
感
覚
と
行
動
を
結
び
つ
け
る
知
覚
対
象
の
意
味
づ

け
と
、
人
間
に
特
徴
的
な
理
性
の
働
き
、
す
な
わ
ち
明
示
的
な
推
理
の
遂
行
と
は
、

別
種
の
能
力
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
理
性
の
特
徴
は
動
物
理
性
の
う
ち
に
そ
の

萌
芽
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
るe

。

こ
の
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
動
物
が
理
性
を
持
つ
こ
と
、
ま
た
、
人
間
と
動
物
の

理
性
の
働
き
が
、
同
一
の
原
理
に
よ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、

そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
よ
う
に
、
人
間
と
他
の
動
物
が
同
等
で

あ
り
、
人
間
は
他
の
動
物
に
何
ら
優
越
し
て
い
な
い
（
か
も
し
れ
な
い
）
と
言
い
た

い
の
で
は
な
い
。「
人
間
本
性
の
偉
大
さ
と
卑
小
さ
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
試
論
で
、

ヒ
ュ
ー
ム
は
人
間
と
動
物
の
比
較
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
人
間
本
性
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
考
え
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ

は
、
人
間
と
動
物
の
比
較
が
し
た
く
な
る
。
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
で
と
ら
え
ら
れ
る
範

囲
に
い
る
も
の
の
う
ち
で
、
思
考
を
備
え
て
い
る
の
は
動
物
た
ち
だ
け
だ
か
ら
で
あ

る
。
一
方
に
わ
れ
わ
れ
が
見
出
す
生
き
物
は
、
場
所
に
し
ろ
時
に
し
ろ
、
い
か
な
る

狭
い
境
界
に
よ
っ
て
も
思
考
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
探
求
の
及
ぶ
と
こ

ろ
は
、
こ
の
地
球
の
最
も
遠
く
離
れ
た
諸
領
域
、
さ
ら
に
こ
の
地
球
を
超
え
て
、
諸

惑
星
と
諸
天
体
で
あ
る
。
過
去
を
振
り
返
れ
ば
、
少
な
く
と
も
人
類
の
歴
史
の
最
初

の
起
源
ま
で
考
察
を
進
め
る
。
未
来
に
目
を
や
れ
ば
、
自
分
の
行
動
が
後
代
に
及
ぼ
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す
影
響
や
、
こ
れ
か
ら
千
年
後
に
自
分
の
人
柄
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
判
断
を
見
て
取

る
。
こ
の
生
き
物
は
、
諸
原
因
と
諸
結
果
の
、
た
い
へ
ん
に
長
く
錯
綜
し
た
連
鎖
を

た
ど
る
。
個
別
の
現
わ
れ
か
ら
一
般
的
な
諸
原
理
を
引
き
出
す
。
自
分
の
発
見
に
改

良
を
加
え
、
自
分
の
誤
り
を
正
し
、
自
分
の
失
敗
そ
の
も
の
か
ら
利
益
を
引
き
出
す
。

他
方
で
わ
れ
わ
れ
に
示
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
と
は
ま
さ
に
反
対
の
生
き
物
で
あ
る
。

そ
の
観
察
と
推
理
は
周
囲
に
あ
る
い
く
つ
か
の
感
覚
可
能
な
対
象
に
限
ら
れ
る
。
知

識
欲
も
な
く
、
先
の
見
通
し
も
な
い
。
本
能
に
盲
目
的
に
導
か
れ
、
わ
ず
か
な
間
に
、

そ
れ
が
達
し
う
る
完
成
の
限
度
に
達
し
て
、
そ
れ
以
上
は
一
歩
も
先
へ
進
む
こ
と
が

決
し
て
で
き
な
い
。
こ
の
二
つ
の
生
き
物
の
間
に
は
、
な
ん
と
大
き
な
違
い
が
あ
る

こ
と
だ
ろ
う
。
第
一
の
も
の
を
第
二
の
も
の
と
比
べ
る
と
き
、
第
一
の
も
の
に
つ
い

て
ど
れ
ほ
ど
高
く
上
が
っ
た
考
え
を
わ
れ
わ
れ
は
形
成
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
。」

（H
u

m
e
1987,p.82

）

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
理
性
の
働
き
は
、
動
物
の
場
合
と
比
べ
て
、
は
る
か
に
広

い
範
囲
の
対
象
に
及
ぶ
と
と
も
に
、
動
物
の
行
な
い
え
な
い
間
接
的
な
、
あ
る
い
は

錯
綜
し
た
因
果
関
係
や
、
個
別
の
諸
事
象
に
共
通
す
る
一
般
原
理
の
発
見
、
そ
れ
に

も
と
づ
く
知
識
と
行
動
の
柔
軟
な
調
整
や
改
良
を
可
能
に
す
る
。
他
方
、
理
性
使
用

の
範
囲
の
拡
大
は
、
人
間
の
動
物
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
優
位
を
も
た
ら
す
反
面
で
、

人
間
に
特
有
の
迷
い
や
疑
い
を
も
生
じ
さ
せ
る
。
自
然
界
や
人
間
界
の
事
実
に
つ
い

て
も
、
人
間
の
考
察
の
範
囲
が
、
他
の
動
物
に
は
思
い
も
よ
ら
な
い
よ
う
な
領
域
に

及
ぶ
と
き
、
そ
こ
で
生
ず
る
迷
い
や
疑
い
は
、
人
間
に
特
有
の
も
の
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
人
間
は
、
そ
の
理
性
の
働
き
を
、
外
部
の
世
界
に
向
け
る
だ
け
で
な
く
、

自
分
自
身
に
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
人
間
の
学
」
は
、
ま
さ
に
人

間
本
性
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
人
間
理
性
の
働
き
で
あ
る
経
験
的
推
論
に
よ
っ
て
解

明
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
。（T

In
trodu

ction

）
人
間
本
性
の
う
ち
に

は
、
当
の
理
性
の
働
き
も
含
ま
れ
る
か
ら
、
人
間
理
性
に
よ
る
人
間
本
性
の
解
明
は
、

理
性
に
よ
る
理
性
自
身
の
吟
味
を
含
む
。
理
性
に
よ
る
理
性
自
身
の
吟
味
に
お
い
て
、

理
性
の
よ
っ
て
立
つ
基
盤
に
疑
い
が
生
ず
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
疑
い
は
、
世

界
の
経
験
的
な
事
実
に
か
ん
す
る
疑
い
と
は
次
元
を
異
に
す
る
独
特
の
性
格
の
疑
い

で
あ
る
。
人
間
理
性
は
、
動
物
の
理
性
と
、
及
ぶ
領
域
の
広
さ
、
主
題
の
一
般
性
、

複
雑
性
と
い
う
点
で
区
別
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
の
よ
っ
て
立
つ
基
盤
を

問
う
と
い
う
、
自
己
反
省
性
に
よ
っ
て
も
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
己
反
省

に
伴
っ
て
生
ず
る
疑
い
は
、
人
間
に
特
有
の
理
性
的
営
み
、
す
な
わ
ち
哲
学
に
と
っ

て
、
独
自
の
意
義
を
持
つ
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

理
性
の
働
き
を
理
性
自
身
が
吟
味
す
る
と
き
、
何
が
起
こ
る
だ
ろ
う
か
。
理
性
の

使
用
に
よ
る
真
理
の
発
見
は
、
そ
れ
自
体
が
一
種
の
原
因
と
結
果
の
関
係
と
み
な
せ

る
。（T

1.4.1.1

）
つ
ま
り
、
理
性
の
使
用
に
よ
っ
て
得
た
結
論
が
正
し
い
か
ど
う
か

は
、
過
去
に
お
け
る
同
様
の
事
例
に
お
い
て
、
結
論
が
正
し
か
っ
た
場
合
と
、
誤
っ

て
い
た
場
合
が
ど
れ
だ
け
あ
っ
た
か
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
。（T

1.4.1.5

）
こ
の
よ

う
に
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
判
断
に
つ
い
て
、
そ
の
判
断
の
正
し
さ
に
か
ん
す
る
判
断
を
、

経
験
的
推
論
に
も
と
づ
い
て
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
各
段
階
で
の
判

断
は
、
絶
対
確
実
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、
判
断
の
段
階
を
積
み
重
ね
る
ご
と
に
、

蓋
然
性
の
度
合
い
は
徐
々
に
減
ず
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
最
後
に
は
、
元
の

判
断
に
伴
っ
て
い
た
確
信
と
明
証
が
完
全
に
消
滅
す
る
。（T

1.4.1.6

）

こ
の
議
論
に
、
単
な
る
無
限
後
退
の
指
摘
以
上
の
内
容
が
あ
る
の
か
。
と
く
に
、

蓋
然
性
の
逓
減
と
い
う
主
張
を
、
数
学
的
・
論
理
的
に
意
味
の
あ
る
か
た
ち
で
再
構

成
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
ど
う
か
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
上
、
問
題
と
な
る
点
で
あ

る
。（
こ
の
点
に
か
ん
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、F

ogelin
1985,

pp.
16-20

を
参
照
。）
し

か
し
、
本
稿
の
筋
道
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
理
性
が
示
す
結
論
を
、
理
性
自
身
に
よ

っ
て
吟
味
す
る
こ
と
を
続
け
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
何
ら
か
の
固
定
し
た
確
信
に
到

達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
理
性
へ
の
信
頼
が
、

理
性
自
身
に
よ
る
吟
味
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
、

日
常
の
思
考
と
行
動
に
お
い
て
理
性
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
見
れ
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ば
い
い
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
答
え
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
、
自
然
の
さ
だ
め
に
よ
っ
て
、
呼
吸
し
、
感
ず
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
判

断
を
下
さ
な
い
で
は
生
き
て
い
ら
れ
な
い
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
理
性
の
結
論
が

人
間
を
動
か
す
確
信
を
生
む
と
き
、
そ
の
確
信
は
、
意
識
的
な
思
考
に
も
と
づ
く
の

で
は
な
く
、
理
性
の
結
論
が
持
つ
独
特
の
感
じ
、
す
な
わ
ち
精
神
を
動
か
す
強
さ
と

生
気
に
よ
る
。
こ
の
性
質
が
、
精
神
を
い
や
お
う
な
し
に
と
ら
え
、
わ
れ
わ
れ
の
思

考
と
行
動
を
方
向
づ
け
る
の
で
あ
る
。（T

1.4.1.7-8

）

理
性
に
従
う
根
拠
は
、
理
性
自
身
に
よ
っ
て
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
わ

れ
わ
れ
は
、
自
然
の
さ
だ
め
に
よ
っ
て
、
理
性
の
結
論
を
受
け
入
れ
て
日
々
思
考
し

行
動
し
て
い
る
。
理
性
に
よ
る
理
性
の
吟
味
と
い
う
、
人
間
特
有
の
迷
い
を
断
ち
切

る
の
は
、
動
物
と
同
じ
よ
う
に
、
理
性
の
結
論
を
自
然
の
導
き
と
し
て
、
そ
れ
に
従

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
と
は
、「
魂
の
驚
く
べ
き
、

理
解
不
可
能
な
本
能
」
に
他
な
ら
な
い
。（T

1.3.16.9
）
人
間
理
性
に
対
す
る
自
然

の
根
源
性
を
主
張
す
る
点
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
意
見
を
同
じ
く
す
る
。

た
だ
し
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
人
間
理
性
と
自
然
を
対
立
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る

の
に
対
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
人
間
理
性
自
体
、
自
然
を
基
盤
と
す
る
も
の
と
し
て
と

ら
え
て
い
る
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
検
討
し
て
い
る
「
理
性
に
か
ん
す
る
懐
疑
」

を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
的
議
論
が
見
本
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
間

理
性
が
動
物
理
性
に
は
見
ら
れ
な
い
い
く
つ
か
の
特
徴
を
持
つ
こ
と
も
確
か
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
特
徴
と
、
人
間
理
性
と
動
物
理
性
に
共
通
の
原
理
と
の
関
係
は
い
か

な
る
も
の
か
。
こ
の
問
題
の
全
面
的
検
討
は
、
本
稿
の
範
囲
を
大
き
く
超
え
る
。
こ

こ
で
は
、
こ
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
、
理
性
と
並
ん

で
人
間
と
動
物
を
分
か
つ
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
、
自
己
意
識
を
と

り
あ
げ
、
人
間
に
特
有
の
形
態
の
自
己
意
識
の
成
立
が
、
人
間
と
動
物
に
共
通
す
る

認
知
作
用
と
い
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

四

デ
カ
ル
ト
が
、
人
間
の
精
神
の
本
質
が
思
考
に
あ
る
こ
と
、
精
神
と
、
わ
れ
わ
れ

の
身
体
を
含
む
物
体
的
事
物
と
は
別
々
の
実
体
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
動
物
は
精

神
を
持
た
な
い
こ
と
を
見
出
し
た
と
考
え
た
と
き
、
そ
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
、

「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
、
自
己
自
身
の
精
神
の
働
き
に
か
ん
す
る
内
省
的
意
識
で

あ
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
わ
れ
わ
れ
が
内
省
に
よ
っ
て
、
自
己
な
い
し
自

我
と
い
う
単
一
の
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
た
。
そ
し

て
、
自
己
と
い
う
単
一
の
も
の
が
見
出
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は

何
ゆ
え
に
自
己
と
い
う
単
一
の
も
の
が
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と

の
、
発
生
的
な
説
明
を
提
出
し
た
が
、
遠
か
ら
ず
し
て
こ
の
説
明
に
対
す
る
不
満
を

自
ら
表
明
し
た
。（T

1.4.6

お
よ
びA

ppen
dix

）
内
省
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
自
己
の
観

念
に
か
か
わ
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
の
解
釈
は
、
き
わ
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
一
方
で
、
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
心
の
う
ち
に
生
ず
る
事
柄
を
意
識
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
当
然
の
前
提
と
し
て
認
め
て
い
る
。
そ
の
こ

と
は
、「
印
象
」
や
「
観
念
」
を
説
明
す
る
に
際
し
て
、
自
ら
の
胸
の
う
ち
を
反
省

し
て
み
る
こ
と
を
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
読
者
に
訴
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

（T
1.1.1.1

）
ま
た
、
内
省
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
自
己
の
問
題
と
は
別
に
、
ヒ
ュ
ー
ム

の
情
念
論
の
主
要
な
論
題
で
あ
る
間
接
的
情
念
の
う
ち
、
自
己
を
対
象
と
す
る
誇
り

や
卑
下
を
論
ず
る
に
際
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
己
の
観
念
を
持
つ
こ
と
が
、
当
然

の
前
提
と
さ
れ
る
。（T

2.1.2.2

）
加
え
て
、
理
性
の
場
合
と
同
様
、
動
物
も
ま
た
、

人
間
の
場
合
と
共
通
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
間
接
的
情
念
を
持
つ
と
さ
れ
る
。（T

2.1.12,
2.2.12

）
し
た
が
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
誇
り
や
卑
下
の
対
象
で
あ
る
限
り
の

自
己
の
観
念
を
、
動
物
に
も
認
め
る
こ
と
に
な
る
。

以
下
で
は
、
動
物
の
情
念
に
か
ん
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
を
検
討
し
、
そ
れ
を
現
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代
の
比
較
認
知
科
学
の
知
見
と
も
対
照
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
意
識
の
起
源

に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
る
。
そ
の
結
論
は
、
自
己
に
か
ん
す
る
わ
れ
わ
れ
の
意
識

は
、
他
者
に
か
ん
す
る
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
相
関
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
言
い
換

え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
他
者
を
鏡
と
し
、
そ
こ
に
映
さ
れ
る
自
己
の
姿
を
見
る
の

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

誇
り
と
は
、
自
己
と
結
び
つ
い
て
い
て
、
見
る
者
に
よ
い
感
じ
を
与
え
る
よ
う
な

性
質
を
原
因
に
持
つ
、
自
己
に
向
け
ら
れ
た
肯
定
的
感
情
で
あ
る
。（T

2.1.2

）
人
間

の
場
合
に
は
、
こ
の
原
因
に
、
精
神
の
持
つ
持
続
的
な
特
性
で
あ
る
徳
、
身
体
の
美

し
さ
や
強
さ
、
有
力
な
縁
戚
や
財
産
な
ど
外
的
な
利
点
が
含
ま
れ
る
。（T
2.1.7-10

）

こ
れ
に
対
し
て
動
物
の
場
合
は
、
誇
り
の
原
因
は
身
体
の
美
し
さ
や
強
さ
に
限
ら
れ

る
。（T

2.1.12.5

）
重
要
な
の
は
、
多
く
の
場
合
に
、
誇
り
の
も
と
に
な
る
特
性
の

自
己
評
価
は
他
者
と
の
比
較
に
も
と
づ
い
て
お
り
（T

2.1.6.4-5

）、
同
時
に
、
誇
り

は
他
者
の
称
賛
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
（T

2.1.11

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
人
間
に
も
動
物
に
も
共
通
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
動
物
の
場
合
に
つ
い
て
、

ヒ
ュ
ー
ム
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず
、
他
者
と
自
ら
を
比
較
し
対

抗
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
う
述
べ
る
。

「
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
が
、
歌
う
こ
と
に
か
け
て
自
己
を
誇
り
他
者
と
対
抗
す
る
こ
と

は
、
一
般
に
注
意
さ
れ
て
き
た
。
同
様
の
自
負
と
対
抗
心
は
、
馬
の
場
合
は
速
く
駆

け
る
こ
と
に
、
犬
の
場
合
は
頭
の
よ
さ
と
嗅
覚
に
、
雄
牛
や
雄
鶏
の
場
合
は
体
力
の

強
さ
に
、
そ
し
て
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
場
合
も
、
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
優
れ
た
点
に

つ
い
て
、
持
っ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。」（T

2.1.12.4

）

動
物
の
誇
り
が
、
他
者
の
称
賛
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
る
。

「
人
間
に
し
ば
し
ば
近
づ
き
、
慣
れ
親
し
む
に
な
る
ほ
ど
の
生
き
物
の
種
は
す
べ
て
、

ほ
か
の
考
慮
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
く
、
人
間
の
称
賛
に
明
ら
か
な
誇
り
を
示
し
、

人
間
が
ほ
め
て
や
り
、
な
で
て
や
る
こ
と
を
喜
ぶ
。
ま
た
、
誰
が
な
で
て
や
る
の
で

も
、
彼
ら
に
こ
う
い
う
自
負
を
無
差
別
に
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
く
、
自
負
を
も
た

ら
す
の
は
、
主
に
彼
ら
が
見
知
り
、
愛
情
を
抱
い
て
い
る
人
が
そ
う
す
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
類
の
場
合
に
誇
り
の
情
念
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
し
か
た
と
同

じ
で
あ
る
。」（
同
）

他
者
の
称
賛
に
よ
っ
て
誇
り
が
強
化
さ
れ
る
し
く
み
は
、
共
感
の
原
理
に
も
と
づ

く
。
共
感
と
は
、
他
者
の
感
情
を
感
じ
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
感
情
が
自
己
自

身
の
中
に
生
き
生
き
と
し
た
か
た
ち
で
生
じ
、
自
己
の
精
神
に
影
響
を
与
え
る
働
き

で
あ
る
と
さ
れ
る
。（T

2.1.11.2-8

）
こ
の
感
情
伝
達
の
し
く
み
は
、
単
に
他
人
が
示

す
高
揚
し
た
気
分
や
打
ち
沈
ん
だ
気
分
に
影
響
を
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
だ
け

で
な
く
、
評
価
や
判
断
を
含
ん
だ
感
情
の
伝
達
の
場
合
に
も
働
い
て
い
る
。
こ
う
し

て
、
自
分
に
向
け
ら
れ
た
他
者
の
称
賛
か
ら
、
自
分
が
持
つ
何
ら
か
の
特
質
に
対
す

る
肯
定
的
な
評
価
が
共
感
に
よ
っ
て
伝
わ
り
、
誇
り
の
も
と
に
あ
る
肯
定
的
な
自
己

評
価
を
強
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
誇
り
そ
の
も
の
を
強
化
す
る
の
で
あ
る
。（T

2.1.11.9

）
し
て
み
る
と
、
共
感
に
よ
る
誇
り
の
強
化
の
過
程
に
は
、
他
者
が
自
分
を

ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
か
と
い
う
、
認
知
的
内
容
を
持
っ
た
心
的
状
態
の
他
者
へ
の

帰
属
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

他
者
へ
の
心
的
状
態
の
帰
属
は
、
動
物
行
動
学
や
比
較
認
知
科
学
で
は
、「
心
の

理
論
」
と
呼
ば
れ
る
。「
心
の
理
論
」
の
存
在
を
示
す
課
題
と
し
て
代
表
的
な
の
が
、

誤
信
念
課
題
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
A
が
食
べ
物
を
あ
る
場
所
p
に
隠
し
て
出

て
行
く
。
こ
の
間
に
B
が
そ
れ
を
別
の
場
所
p´
に
移
す
。
さ
て
、
帰
っ
て
き
た
A
が

食
べ
物
を
探
す
と
き
、
ど
の
場
所
を
探
す
だ
ろ
う
か
。
ヒ
ト
の
成
人
な
ら
ば
、
問
題

な
く
p
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
ヒ
ト
の
三
歳
児
の
大
半
は
、
こ
の
問
題

に
p´
と
答
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
三
歳
児
が
、
自
分
は
食
べ
物
の
隠
し
場

所
を
知
っ
て
い
る
の
に
、
A
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
認
識
で
き
な
い
こ

と
を
示
す
と
さ
れ
る
。（D

en
n

ett
1978,

W
im

m
er

&
P

ern
er
1993 .

藤
田1998,

pp.

179-180

に
よ
る
。）
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ヒ
ュ
ー
ム
が
共
感
の
働
き
を
示
す
事
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
動
物
の
行
動
は
、
現

代
の
行
動
科
学
の
知
見
と
は
違
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
他
者
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な

心
的
状
態
の
帰
属
を
示
す
も
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
は
記
述
さ
れ
て
い
な

い
。
と
は
言
え
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
動
物
に
共
感
の
働
き
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
や
は

り
、
単
に
人
間
の
心
理
を
動
物
に
投
影
す
る
ナ
イ
ー
ヴ
な
議
論
と
い
う
以
上
の
意
義

を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
義
は
、
人
び
と
の
集
団
や
動
物
の
群
れ
を
結
び
つ
け
る

絆
が
、
共
感
に
見
出
さ
れ
る
点
に
あ
る
。

「
最
高
の
判
断
力
と
知
性
を
持
つ
成
人
で
も
、
友
人
や
日
々
生
活
を
共
に
す
る
人
た

ち
に
反
対
し
て
、
自
分
自
身
の
理
性
や
考
え
の
傾
き
に
従
う
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。

同
じ
国
の
人
び
と
は
、
気
質
や
考
え
方
に
大
き
な
画
一
性
が
あ
る
の
が
見
て
取
れ
る

が
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
原
理
（
共
感
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。」（T

2.1.11.2

）

「
犬
た
ち
が
、
群
れ
に
な
っ
て
狩
を
す
る
と
き
は
、
ば
ら
ば
ら
に
獲
物
を
追
い
か
け

る
と
き
よ
り
も
、
ど
れ
ほ
ど
活
気
づ
く
も
の
か
、
誰
で
も
見
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

ま
で
お
た
が
い
に
知
ら
な
い
二
つ
の
群
れ
を
一
緒
に
す
る
場
合
、
こ
の
効
果
が
よ
り

大
き
な
程
度
、
実
際
度
を
越
し
た
程
度
に
さ
え
現
わ
れ
る
こ
と
は
、
猟
人
た
ち
に
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
同
様
の
こ
と
を
自
分
た
ち
の
内
に
経
験
し
て
い

な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
現
象
を
ど
う
説
明
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。」（T

2.2.12.7

）

ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
共
感
は
、
他
者
認
識
の
原
理
で
あ
る
と
と
も
に
、
集
団
の
成

員
ど
う
し
の
意
見
や
感
情
の
一
致
を
も
た
ら
す
原
理
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
意
見
や

感
情
の
一
致
は
、
集
団
の
成
員
ど
う
し
の
協
力
行
動
に
と
っ
て
重
要
な
条
件
で
も
あ

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
他
者
認
識
と
協
力
行
動
の
関
係
を
、
さ
ら
に
検
討
す
る
た
め

に
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
共
感
に
与
え
て
い
る
一
般
的
説
明
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
現
代
の
比
較
認
知
科
学
の
知
見
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
形
態
の
協
力
行
動
に
つ
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
自
身

が
行
な
っ
た
ま
と
ま
っ
た
議
論
を
も
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
合

意
（con

ven
tion

）」
に
も
と
づ
く
相
互
依
存
的
行
動
の
分
析
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の

こ
の
議
論
は
、
協
力
行
動
に
お
け
る
自
他
の
役
割
分
担
を
考
察
す
る
上
で
有
効
な
観

点
を
提
供
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
は
、
明
確
に
概
念
化
さ
れ
た

目
的
意
識
を
伴
わ
ず
、
そ
の
場
の
状
況
に
依
存
す
る
協
力
行
動
か
ら
、
明
示
的
な
合

意
に
よ
っ
て
、
目
的
意
識
的
に
相
互
の
行
動
を
長
期
に
わ
た
っ
て
拘
束
す
る
こ
と
を

ふ
く
む
協
力
行
動
ま
で
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
。
こ
う
し
た
、
合
意
に
も
と
づ
く
行
動
の

段
階
的
発
展
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
共
感
と
い
う
、
一
見
漠
然
と
し
た
精
神
の
作
用

を
、
自
他
の
役
割
の
区
別
が
概
念
的
に
理
解
さ
れ
る
以
前
の
段
階
で
、
協
力
の
条
件

を
準
備
す
る
、
集
団
の
成
員
ど
う
し
の
一
致
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

現
代
の
あ
る
研
究
は
、
動
物
の
狩
に
お
け
る
協
力
行
動
を
四
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
分

け
て
い
る
。
第
一
の
レ
ヴ
ェ
ル
は
「
類
似
（sim

ilarity

）」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

複
数
の
狩
猟
者
が
同
一
の
獲
物
に
対
し
て
類
似
し
た
行
動
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の

間
に
、
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
関
連
性
は
な
い
。
第
二
の
レ
ヴ
ェ
ル
は
「
同
期

（syn
ch

ron
y

）」
で
あ
り
、
複
数
の
狩
猟
者
が
同
一
の
獲
物
に
対
し
て
類
似
し
た
行

動
を
と
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
行
動
の
間
に
時
間
的
な
関
連
性
が
見
ら
れ
る
。
第

三
の
レ
ヴ
ェ
ル
は
「
協
調
（coordin

ation

）」
で
あ
り
、
複
数
の
狩
猟
者
が
同
一
の

獲
物
に
対
し
て
類
似
し
た
行
動
を
と
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
行
動
の
間
に
時
間
的

お
よ
び
空
間
的
な
関
連
性
が
見
ら
れ
る
。
第
四
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
「
協
働

（collaboration

）」
で
あ
り
、
複
数
の
狩
猟
者
が
同
一
の
獲
物
に
対
し
て
異
な
る
行

動
を
と
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
た
が
い
に
補
い
合
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
。（B

oesch

&
B

oesch
1989 .

藤
田2005 ,

pp.
100-101

に
よ
る
。）
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
で
は
、
第
四
の

レ
ヴ
ェ
ル
の
行
動
が
観
察
さ
れ
て
い
る
が
、
イ
ヌ
科
の
動
物
や
ラ
イ
オ
ン
が
行
な
う

集
団
で
の
狩
に
は
、
複
数
の
個
体
の
行
動
の
間
に
相
補
的
関
係
は
見
ら
れ
な
い
と
い

う
。（
藤
田loc.

cit.
）「
心
の
理
論
」
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
無
論
、
第
四
の
レ
ヴ
ェ
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ル
の
協
働
の
場
合
に
、
た
が
い
の
役
割
の
理
解
が
い
か
な
る
認
知
過
程
に
も
と
づ
い

て
成
立
す
る
の
か
が
、
最
も
関
心
を
引
く
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
単
な
る

同
期
に
は
、
役
割
の
理
解
は
必
要
な
い
と
さ
れ
る
。（
藤
田op.cit.,p.103

）

さ
て
、
上
記
の
集
団
行
動
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
区
分
に
お
い
て
は
、
行
動
の
時
間
的
、

空
間
的
な
関
連
性
と
と
も
に
、
各
個
体
の
行
動
が
、
た
が
い
に
同
種
の
も
の
か
、
相

補
的
な
関
係
を
な
す
異
種
の
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
指
標
と
な
っ
て
い
る
。
集
団
行

動
に
お
け
る
各
個
体
の
行
動
の
た
が
い
の
関
係
づ
け
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ

れ
ら
に
加
え
て
、
行
動
の
成
功
が
他
者
の
行
動
と
独
立
で
あ
る
か
、
そ
れ
に
依
存
す

る
か
と
い
う
指
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
運
動
会
の
競
技
を

例
に
と
れ
ば
、
二
人
三
脚
の
場
合
、
組
に
な
る
二
人
の
行
動
は
、
外
的
な
動
作
の
面

で
は
、
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
棒
倒
し
競
技
に
お
い
て
は
、
一

チ
ー
ム
が
、
自
陣
を
防
衛
す
る
組
と
、
敵
陣
を
攻
撃
す
る
組
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

ま
っ
た
く
異
な
っ
た
動
作
を
行
な
う
。
し
か
し
、
二
人
三
脚
で
の
歩
行
が
、
二
人
の

動
作
の
か
な
り
精
密
な
調
整
を
必
要
と
す
る
の
に
対
し
て
、
棒
倒
し
の
場
合
は
、
い

っ
た
ん
競
技
が
始
ま
っ
て
し
ま
え
ば
、
自
陣
が
ど
れ
だ
け
長
く
防
衛
で
き
る
か
と
い

う
こ
と
と
、
敵
陣
の
攻
撃
が
速
や
か
に
成
功
す
る
こ
と
と
の
間
に
は
関
連
が
な
く
、

い
わ
ば
二
つ
の
ゲ
ー
ム
が
同
時
に
進
行
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
考
え
る
と
、
役
割

理
解
の
問
題
は
、
複
数
個
体
の
行
動
が
類
似
的
か
異
種
的
か
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ

ぞ
れ
の
個
体
の
行
動
の
成
功
が
他
の
個
体
の
行
動
に
依
存
す
る
程
度
に
応
じ
て
生
じ

て
く
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
後
に
述
べ
る
が
、
一
人
の
行
動
の
成
功
の
、
他

者
の
行
動
へ
の
依
存
と
い
う
こ
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
「
合
意
（con

ven
tion

）」
に
も

と
づ
く
行
動
を
特
徴
づ
け
る
指
標
で
も
あ
る
。

ま
た
、
一
見
逆
の
こ
と
を
言
う
よ
う
で
あ
る
が
、
複
数
の
個
体
の
行
動
の
間
で
複

雑
な
調
整
が
行
わ
れ
る
の
は
、
共
通
の
目
的
を
持
つ
行
動
に
は
限
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
集
団
で
の
遊
び
は
、
ヒ
ト
や
そ
れ
以
外
の
動
物
の
子
ど
も
に
お
い
て
、
よ
く
観

察
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
若
い
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
集
団
も
、
レ
ス
リ
ン
グ
を
し
た
り

追
い
か
け
っ
こ
を
し
た
り
し
て
遊
ぶ
と
い
う
。（
松
沢1991,

p.
184

）
レ
ス
リ
ン
グ
を

し
て
遊
ぶ
と
い
う
の
は
、
単
に
相
手
の
体
を
道
具
と
し
て
使
っ
て
遊
ぶ
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
そ
れ
こ
そ
、
た
が
い
の
異
種
的
な
行
動
の
、
時
間
的
、
空
間

的
な
調
整
が
行
な
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
の
は
、
意
図

の
よ
う
な
心
的
状
態
の
帰
属
と
い
う
か
た
ち
で
は
な
い
に
し
て
も
、
相
当
に
高
度
な

他
者
認
識
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
動
物
の
戯
れ
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ほ
と
ん
ど
の
す
べ
て
の
動
物
が
、
戯
れ
る
と
き
に
、
戦
う
と
き
と
同
じ
か
ら
だ
の

部
分
と
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
動
き
を
用
い
る
。
ラ
イ
オ
ン
、
虎
、
猫
は
前
肢
を
、
牛
は

角
を
、
犬
は
歯
を
、
馬
は
ひ
づ
め
を
用
い
る
。
そ
れ
で
も
彼
ら
は
最
大
の
注
意
を
払

っ
て
仲
間
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
す
る
。
仲
間
を
怒
ら
せ
る
結
果
が
な
ん
ら
恐
れ
る

に
足
り
な
い
と
し
て
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
注
意
に
値
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、

獣
た
ち
が
、
お
た
が
い
の
苦
痛
や
快
を
感
じ
と
っ
て
い
る
こ
と
の
明
ら
か
な
証
拠
な

の
で
あ
る
。」（T

2.2.12.6

）

同
じ
群
れ
の
中
の
動
物
が
戯
れ
あ
う
と
き
に
、
攻
撃
に
似
た
動
作
を
し
な
が
ら
、

た
が
い
を
傷
つ
け
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
の
こ
と
を
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
よ
う
に
、
動
物

が
快
苦
の
感
覚
を
た
が
い
に
帰
属
し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
し
か
た
で
説
明
す
る
こ
と

は
、
現
代
の
科
学
的
知
見
に
照
ら
せ
ば
、
お
そ
ら
く
人
間
の
心
理
の
安
易
な
投
影
と

し
て
批
判
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
動
物
た
ち
が
、
他
者
が
苦
痛
や
快
を
感
ず

る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ヒ
ト
の
成
人
の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
し
た
思
考

の
対
象
と
し
て
意
識
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
動
物
た
ち
は
、
実
際

の
行
動
の
う
ち
で
他
者
を
快
苦
を
感
ず
る
存
在
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
心
を
持
つ

存
在
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
支
え
る

認
知
過
程
が
、
は
っ
き
り
と
し
た
意
識
の
対
象
に
な
ら
な
く
て
も
存
在
し
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
意
識
以
前
の
認
知
は
、
よ
り
明
確
な
か
た
ち
を
と
っ
た

他
者
へ
の
心
的
状
態
の
帰
属
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
そ
の
背
景
を
な
す
暗
黙
の
前
提
的
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了
解
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
、
明
示
的
な
も
の
と
暗
黙
的
な
も
の
の
対
比
は
、
関
連
す
る
別
の
主
題

に
つ
い
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
の
う
ち
に
も
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
の
行

動
の
成
功
が
他
者
の
行
動
の
実
行
に
依
存
す
る
相
互
依
存
的
な
行
動
の
条
件
に
な
る

「
合
意
（con

ven
tion

）」
に
か
ん
す
る
議
論
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
の
主
要

な
課
題
は
、
自
他
の
所
有
を
区
別
し
、
他
人
の
も
の
に
手
を
出
さ
な
い
と
い
う
、
財

の
配
分
に
か
か
わ
る
正
義
の
前
提
条
件
と
な
る
規
則
が
い
か
に
確
立
さ
れ
る
か
を
説

明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
個
人
が
こ
の
規
則
に
従
い
、
他
人
の
も
の
に
手
を
出
さ
な
い

と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
の
も
の
を
安
全
に
確
保
で
き
る
か
ど
う
か
は
、

他
人
が
や
は
り
こ
の
規
則
に
従
っ
て
行
動
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
各
人
が
そ
れ

ぞ
れ
規
則
に
従
っ
た
行
動
を
と
る
こ
と
を
保
証
す
る
の
が
、
合
意
で
あ
る
。（T

3.2.2.9

）
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
合
意
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。「
簡
単
で
あ
る
。
正
義
の
規
則
に
従
う
こ
と
を
、
お
た
が
い
に
約
束
す
れ
ば
よ

い
。」
と
い
う
の
は
十
分
な
答
え
に
は
な
ら
な
い
。
自
分
だ
け
で
な
く
、
相
手
も
約

束
を
守
る
の
で
な
け
れ
ば
約
束
の
目
的
は
果
た
さ
れ
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
約
束
が

有
効
に
機
能
す
る
た
め
に
も
、
約
束
に
先
立
つ
合
意
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
約
束
に

よ
ら
ず
に
、
い
か
に
し
て
相
互
依
存
的
な
行
動
が
可
能
に
な
る
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、

約
束
に
よ
ら
な
い
合
意
の
例
と
し
て
、
一
艚
の
ボ
ー
ト
を
二
人
の
人
が
漕
ぐ
場
合
を

挙
げ
、
協
力
が
相
互
の
利
益
に
な
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
場
合
に
は
、
約
束
に
よ
ら

な
い
で
も
、
協
力
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
た
が
い
の

持
ち
物
に
手
を
出
さ
な
い
こ
と
も
、
根
源
的
に
は
こ
の
よ
う
な
合
意
に
も
と
づ
く
と

す
る
。（T

3.2.2.10

）
も
ち
ろ
ん
、
発
達
し
た
人
間
社
会
で
は
、
他
人
の
持
ち
物
に

手
を
出
す
こ
と
を
盗
み
と
し
て
処
罰
す
る
明
示
的
な
取
り
決
め
が
存
在
す
る
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
明
示
的
な
取
り
決
め
が
そ
も
そ
も
成
立
す
る
た
め
に
は
、
根
源
的

な
前
提
条
件
と
し
て
、
非
明
示
的
な
合
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

協
力
行
動
の
た
め
に
明
示
的
な
取
り
決
め
を
行
な
う
場
合
は
、
各
人
が
果
た
す
べ

き
役
割
を
言
語
化
し
て
示
す
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
し
た
、
役
割
内
容
の
概
念

的
な
理
解
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
暗
黙
的
な
合
意
の
場
合
は
、
各
人
の

役
割
は
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
と
言
葉
に
で
き
る
よ
う
な
か
た
ち
で
意
識
さ
れ
て
い
な

く
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
自
分
が
川
の
向
こ
う
岸
へ
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る

と
き
、
た
ま
た
ま
居
合
わ
せ
た
人
が
向
こ
う
岸
の
方
向
や
ボ
ー
ト
を
見
や
っ
て
い
る

様
子
に
、
自
分
の
行
動
の
文
脈
に
と
っ
て
関
連
性
の
あ
る
、
あ
る
意
味
が
見
て
取
れ

る
。
そ
し
て
、
自
分
の
方
か
ら
も
、
視
線
の
投
げ
か
け
や
身
振
り
で
相
手
に
働
き
か

け
る
意
図
を
示
し
な
が
ら
ボ
ー
ト
に
近
づ
い
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
し
か
た
で
、
明

確
に
概
念
化
さ
れ
た
、
た
だ
ち
に
言
語
化
可
能
な
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伴
わ
な
く

て
も
、
一
緒
に
ボ
ー
ト
を
漕
ぐ
と
い
う
合
意
が
成
立
す
る
と
い
う
想
定
は
ご
く
自
然

で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
相
互
依
存
的
な
行
動
を
成
立
さ
せ
る
合
意
を
、「
利
益

を
共
通
に
感
じ
と
る
こ
と
」
と
も
「
共
通
の
利
益
を
感
じ
と
る
こ
と
」
と
も
呼
ん
で

い
る
。（
同
）「
感
じ
と
る
（sen

se

）」
と
い
う
語
は
、
そ
の
内
容
が
、
必
ず
し
も
意

識
的
に
反
省
さ
れ
、
明
確
に
概
念
化
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

協
力
行
動
の
目
的
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
明
確
に
話
し
合
っ
て
取
り
決
め
る
こ
と

も
で
き
る
が
、
そ
の
場
そ
の
場
で
、
明
確
に
言
語
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
直
観
的
に

認
識
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
ろ
う
。
同
じ
こ
と
が
、
協
力
行
動

に
お
け
る
各
人
の
役
割
の
認
識
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
相
互
依
存
的
な
協
力
行
動
に
お
け
る
目
的
の
共
有
や
相
互
の
役
割

認
識
に
つ
い
て
、
明
示
的
な
理
解
と
非
明
示
的
・
暗
黙
的
な
理
解
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
区

別
が
立
て
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
先
に
見
た
他
者
認
識
に
お
け
る
明
示
的
な
心
的
状
態

帰
属
と
暗
黙
の
前
提
的
了
解
の
区
別
も
、
そ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
意
図
や
信
念
と
い
う
か
た
ち
で
特
定
化
さ
れ
た
心

的
状
態
の
帰
属
が
可
能
に
な
る
背
景
と
し
て
、
相
手
の
意
図
や
信
念
の
内
容
に
意
識

的
な
注
意
を
向
け
な
い
ま
ま
で
も
、
心
と
体
の
動
き
を
全
体
と
し
て
た
が
い
に
同
調

さ
せ
う
る
よ
う
な
、
直
観
的
な
他
者
認
識
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
存
在
し
、
意
識
的
な
注
意
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を
伴
っ
た
他
者
へ
の
心
的
状
態
帰
属
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
見
通
し
が

立
つ
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
、「
共
感
」
と
呼
ん
だ
も
の
の
核
に
あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
、

暗
黙
的
・
直
観
的
な
他
者
認
識
の
し
く
み
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
、
暗
黙
的
な
他
者
認
識
、
す
な
わ
ち
、
群
れ
行
動
の
中
で
、
他
者
を
心

を
持
つ
存
在
と
し
て
扱
う
こ
と
に
伴
う
意
識
以
前
の
認
知
か
ら
、
協
力
行
動
の
パ
タ

ー
ン
の
複
雑
化
に
伴
っ
て
、
他
者
の
心
の
理
論
が
次
第
に
明
確
な
か
た
ち
を
と
っ
て

く
る
と
き
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
自
分
の
心
を
、
他
者
と
は
違
う
も
の
と
し
て
と
ら
え

る
意
識
が
芽
生
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
私
」
と
い
う
も
の
の
意
識
は
、

「
私
は
私
で
あ
る
」
と
い
う
単
な
る
自
己
同
一
命
題
と
し
て
で
は
な
く
、
私
と
他
者

の
区
別
の
意
識
と
し
て
、
つ
ま
り
、
他
者
に
か
ん
す
る
意
識
の
相
関
物
と
し
て
出
発

す
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
つ
ぎ
の
マ
ル
ク
ス
の
格
言
を
引
い

て
お
く
の
も
当
を
失
し
て
は
い
ま
い
。

「
人
間
は
鏡
を
も
っ
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
く
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
私
は
私
で
あ

る
、
と
い
う
フ
ィ
ヒ
テ
流
の
哲
学
者
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
の
で
も
な
い
か
ら
、
人

間
は
最
初
は
ま
ず
他
の
人
間
の
な
か
に
自
分
を
映
し
て
み
る
の
で
あ
る
。」（
マ
ル
ク

ス1965,p.71

）

自
己
の
姿
は
、
他
者
と
い
う
鏡
の
中
に
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

見
出
さ
れ
る
。
誇
り
と
い
う
、
肯
定
的
な
自
己
評
価
の
感
情
が
、
絶
え
ず
他
者
の

称
賛
に
よ
る
支
え
を
必
要
と
す
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
自
分
ひ
と
り
だ
け
が
知

っ
て
い
る
本
当
の
自
分
の
心
に
誇
り
を
持
ち
、
そ
れ
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

ス
ト
ア
派
の
哲
学
者
く
ら
い
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
動
物
と
し
て
の
群
れ
行
動
に
起
源

を
持
つ
わ
れ
わ
れ
の
自
己
意
識
は
、
他
者
に
向
け
る
わ
れ
わ
れ
の
視
線
を
照
ら
し

返
す
他
者
の
わ
れ
わ
れ
へ
の
視
線
を
感
じ
と
る
こ
と
な
し
に
は
、
成
立
し
え
な
い

の
で
あ
る
。

五

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
、
他
者
認
識
に
相
関
的
な
自
己
意
識
と
、
哲
学
者
が
特
に

問
題
に
し
て
き
た
種
類
の
、
人
間
に
特
有
の
形
態
の
自
己
意
識
の
関
係
に
つ
い
て
、

素
描
的
に
せ
よ
、
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
哲
学
者
が
自
己
意
識
を

問
題
に
す
る
際
の
特
徴
は
、
自
己
を
も
っ
ぱ
ら
内
省
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の

と
し
て
扱
う
点
に
あ
る
。
内
省
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
自
己
の
意
識
は
、
少
な
く

と
も
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
現

在
の
心
的
状
態
を
自
ら
意
識
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
現
在
の
心
的
状
態
を
、
私
に
帰

属
す
る
も
の
と
考
え
る
メ
タ
意
識
。
第
三
に
、
心
的
諸
状
態
の
継
起
を
通
じ
て
同
一

の
も
の
と
し
て
の
私
に
か
ん
す
る
意
識
。
過
去
の
記
憶
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
私
の
記

憶
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
な
ど
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
複
合
に
よ
っ
て
説

明
で
き
る
も
の
と
想
定
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
前
節
の
最
初
に
見
た
よ
う
に
、
ヒ

ュ
ー
ム
は
、
第
一
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
自
己
意
識
に
つ
い
て
は
認
め
る
が
、
そ
こ
で
意
識

さ
れ
る
心
的
状
態
が
帰
属
す
る
私
を
、
そ
の
心
的
状
態
と
別
個
の
も
の
と
し
て
は
認

め
ず
、
継
起
す
る
心
的
諸
状
態
を
通
じ
て
同
一
の
も
の
と
し
て
の
私
は
、
た
か
だ
か
、

想
像
力
の
作
用
に
よ
る
虚
構
で
あ
る
と
す
る
。

「
私
」
と
い
う
語
は
、
「
こ
こ
」
や
「
今
」
と
い
う
語
と
同
様
の
指
標
性

（in
dexicality

）
を
持
つ
。「
こ
こ
」
を
例
に
と
れ
ば
、「
こ
こ
」
と
は
、（
こ
こ
で
は

「
私
に
」
と
は
ま
だ
言
わ
な
い
で
お
く
と
す
れ
ば
）
現
に
生
じ
て
い
る
経
験
の
生
じ
て
い

る
場
所
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
し
か
た
で
客
観
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
く
て
も
、
そ

れ
が
「
ど
こ
」
な
の
か
は
、
あ
る
し
か
た
で
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、「
こ
こ
」
と
い

う
場
所
が
、
こ
こ
で
現
に
生
じ
て
い
る
こ
と
と
別
個
の
何
か
と
し
て
存
在
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
現
に
生
じ
て
い
る
経
験
の
生
じ
て
い
る
場
所
が

「
私
」
の
い
る
場
所
で
あ
る
。
ま
た
、「
私
」
が
、
現
に
生
じ
て
い
る
経
験
と
別
個
の

何
か
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

で
は
、「
私
」
や
「
こ
こ
」
と
い
う
語
は
、
何
を
指
し
、
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
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の
か
。「
こ
こ
」
か
ら
出
発
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
場
所
を
、「
こ
こ
」
と
名
指

す
こ
と
で
、
そ
れ
は
、「
そ
こ
」
や
「
あ
そ
こ
」
と
呼
ば
れ
る
別
の
場
所
と
区
別
さ

れ
る
。
私
は
、「
こ
こ
」
を
離
れ
て
別
の
場
所
へ
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
ま

た
、「
こ
こ
」
へ
戻
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
無
人
島
に
漂
着
し
た
ロ
ビ
ン
ソ

ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
が
、
そ
の
島
の
地
理
を
な
ん
ら
把
握
し
て
い
な
く
て
も
、
島
の
中

を
歩
き
回
り
、
様
子
を
探
っ
た
後
に
、
ま
た
も
と
の
場
所
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
「
こ
こ
」
が
ど
こ
で
あ
る
か
、
客
観
的
に
位
置
づ
け

ら
れ
な
く
て
も
、
あ
る
意
味
で
理
解
し
て
い
る
と
言
え
る
そ
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し

て
、「
こ
こ
」
を
離
れ
て
動
き
回
り
、「
こ
こ
」
に
戻
っ
て
く
る
も
の
が
、「
私
」
な

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
こ
こ
」
や
「
私
」
の
機
能
は
、
環
境
の
中
を
動
き
回
る
主

体
が
、
移
動
し
な
が
ら
も
周
囲
の
環
境
の
中
で
の
位
置
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
、

基
盤
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
私
」
が
、
人
間
や
そ
の
他
多
く
の
動
物
が
実
際
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
集
団
で
生
活
し
行
動
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、「
私
」
は
、
環

境
の
中
を
集
団
の
他
の
成
員
と
と
も
に
動
き
回
る
と
同
時
に
、
集
団
の
中
を
動
き
回

る
。「
私
」
が
、「
あ
な
た
」（
元
来
「
あ
っ
ち
の
方
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。）
や
「
あ

の
人
」
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
、
集
団
の
中
を
動
き
回
る
主
体
が
、
そ
の
動
き
の
中

で
、
集
団
の
中
で
の
位
置
の
認
識
を
継
続
的
に
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
基
盤
を
持

っ
て
い
る
と
言
え
る
。

現
に
生
じ
て
い
る
心
的
状
態
、
た
と
え
ば
痛
み
の
感
覚
を
、
他
の
も
の
と
切
り
離

し
て
、
単
に
そ
れ
自
体
と
し
て
考
え
る
と
き
、
そ
れ
が
誰
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
「
私
」
の
痛
み
で
あ
る
と
い
う
の
は
、「
私
」
と

他
の
人
と
が
す
で
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
何

ら
か
の
心
的
状
態
が
「
私
」
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
、「
私
」
以
外
の
誰
か

が
同
等
の
心
的
状
態
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
と
い
う
認
識
に
伴
わ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
心
的
状
態
の
継
起
を
通
じ

て
同
一
で
あ
る
「
私
」
の
意
識
は
、
環
境
の
中
を
動
き
回
る
身
体
の
同
一
性
の
認
識

と
、
集
団
の
中
で
他
と
区
別
さ
れ
た
こ
の
個
体
が
担
う
役
割
の
認
識
を
基
盤
と
し
て

成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
通
し
を
、
前
節
の
議
論
に
自
然
に
接
続
す

る
し
か
た
で
、
わ
れ
わ
れ
は
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
省
的
に
と
ら
え
ら
れ
る

「
私
」
の
意
識
も
、
集
団
の
中
で
の
他
者
の
認
識
と
相
関
的
な
「
私
」
の
意
識
と
い

う
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
上
に
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

他
の
一
切
の
も
の
を
括
弧
に
入
れ
た
、
純
粋
な
内
省
的
経
験
の
う
ち
に
、「
私
」

の
存
在
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
私
の
存
在
は
他
の
一
切
の
支
え
を
必
要
と
し
な
い

と
い
う
考
え
方
。
そ
し
て
、
人
間
の
理
性
が
、
理
性
自
身
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
考
え
方
。
こ
れ
ら
は
、
人
間
の
認
知
が
よ
っ
て
立
つ
、
動
物
と
共
通
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
見
失
い
、
人
間
に
特
有
の
認
知
の
形
態
が
、
何
の
支
え
も
な

し
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
点
、
そ
し
て
そ
れ

ゆ
え
に
、
自
ら
の
根
拠
を
自
ら
の
う
ち
に
求
め
な
が
ら
、
結
局
そ
れ
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
点
で
、
人
間
精
神
に
特
有
の
倒
錯
、
病
的
な
自
己
破
壊
的
性
格
を
共
通

に
示
し
て
い
る
。
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ン
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ニ
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ニ
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