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人
類
は
な
ぜ
人
類
な
の
か

　
　
　
一
「
未
完
の
人
類
」
1

江
　
原
　
昭
善

人
類
学
の
中
心
課
題

　
　
　
「
人
類
の
祖
先
は
？
・
」
と
よ
く
聞
か
れ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
繰
り
返
し
同
じ
こ
と
が
聞
か
れ
て
き
た
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
問
い
古
さ
れ

　
　
て
い
な
が
ら
、
し
か
も
依
然
と
し
て
私
た
ち
の
興
味
を
そ
そ
り
続
け
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。

　
　
　
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
い
つ
の
時
代
で
も
、
ど
の
よ
う
な
未
開
の
部
族
で
も
、
か
な
ら
ず
彼
ら
自
身
の
伝
説
や
神
話
や
部
族
信
仰
を
持

　
　
ち
、
「
自
分
た
ち
」
の
遠
い
祖
先
や
素
性
や
由
来
に
つ
い
て
力
強
く
物
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
伝
説
や
神
話
な
ど
を
通
じ
て
、

　
　
彼
ら
は
「
自
分
た
ち
」
の
直
系
の
祖
先
を
明
確
に
し
、
祖
先
を
共
有
す
る
と
い
う
こ
の
意
識
は
同
族
意
識
と
な
り
、
連
帯
感
を
強
化
し
、

　
　
そ
れ
に
よ
っ
て
他
部
族
と
の
相
異
や
優
越
感
が
強
調
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
部
族
集
団
は
、
外
部
に
対
し
て
は
排
他
性
を
も
ち
、
内
部
で
は
同
族
意
識
を
核
と
す
る
凝
集
力
を
も
っ
た
集
団
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
故
、
あ
る
一
定
の
環
境
内
で
は
、
各
々
の
部
族
集
団
は
集
団
間
の
不
必
要
な
摩
擦
を
さ
け
て
「
す
み
分
け
」
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
な
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二

わ
ぽ
り
L
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
衣
食
住
を
確
保
し
共
存
を
可
能
に
し
て
き
た
。
繁
殖
と
い
う
面
か
ら
み
て
も
、
そ
れ
は
イ
ン
セ
ス

ト
を
回
避
し
、
種
（
ロ
。
眉
①
O
δ
q
。
）
と
し
て
生
き
残
る
た
め
の
種
族
維
持
機
構
を
内
蔵
し
た
繁
殖
・
育
児
集
団
の
役
割
り
も
果
し
て
き
た
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
同
族
意
識
の
強
化
は
人
類
に
と
っ
て
生
き
延
び
る
た
ぬ
の
適
応
戦
略
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

そ
れ
が
、
や
が
て
善
か
れ
悪
し
か
れ
中
華
の
思
想
や
民
族
精
神
や
愛
国
心
と
な
っ
て
生
き
続
け
、
排
他
的
に
団
結
心
を
固
め
る
機
能
を
も

果
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
個
々
の
部
族
集
団
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
集
団
が
形
成
さ
れ
た
瞬
間
か
ら
、
集
団
内
の
し
き
た
り
や
掟
が
発
生
し
、
構
造
性
を
も

つ
よ
う
に
な
る
。
そ
の
ソ
フ
ト
的
側
面
が
「
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ソ
」
で
あ
り
、
ハ
ー
ド
的
側
面
が
「
社
会
」
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
人
間
は
生
ま
れ
落
ち
た
瞬
間
か
ら
、
こ
の
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ソ
の
網
で
す
く
い
上
げ
ら
れ
、
こ
の
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ン
の
羊
水
の
な
か
で
育

て
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ソ
の
な
か
で
、
し
き
た
り
や
掟
を
身
に
つ
け
、
行
動
の
仕
方
を
学
習
し
て
、
集
団
の
成
員
と
な

る
。
そ
の
中
心
に
あ
る
も
の
が
、
ル
ー
ツ
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
同
族
意
識
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
が
自
ら
の
出
自
を
問

う
普
遍
的
傾
向
の
な
か
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
深
層
心
理
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
同
族
集
団
は
、
す
で
に
原
人
類
寅
§
§
ミ
ミ
§
の
段
階
で
は
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
考
古
学
的
に
も
確
認
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
出
現
は
、
実
際
に
は
も
っ
と
古
く
、
猿
人
類
浮
↑
辱
・
ミ
。
誉
暮
恥
§
賄
の
段
階
で
も
存
在
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
が
、

い
ま
の
と
こ
ろ
、
直
接
的
な
証
拠
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
一
九
六
五
年
の
宮
盛
、
フ
ラ
ン
ス
の
ニ
ー
ス
郊
外
で
前
期
旧
石
器
時
代
に
属
す
る
テ
ラ
・
ア
マ
タ
遺
跡
（
↓
霞
疑
》
電
器
”
約
四
〇
万

年
前
）
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
十
一
層
に
わ
た
っ
て
一
＝
棟
の
建
造
物
の
跡
が
重
な
る
よ
う
に
出
土
し
、
季
節
ご
と
に
遊
動
生
活
し

て
い
た
原
人
た
ち
が
、
こ
の
地
域
に
戻
っ
て
き
て
は
住
み
つ
い
た
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
世
界
最
古
の
建
築
物
の
構
造
や
部
屋

の
大
き
さ
か
ら
、
発
掘
者
H
・
ル
ム
レ
ー
（
国
．
　
儀
Φ
　
］
U
信
臼
瞬
¢
曳
）
は
、
ひ
と
つ
の
建
物
に
は
一
五
人
以
下
の
原
人
た
ち
が
同
居
し
て
い
た
、



　
　
と
推
定
し
て
い
る
。

　
　
　
事
情
は
旧
人
類
（
鳶
。
ミ
。
動
愚
～
§
偽
ミ
§
§
註
》
ミ
§
駐
）
や
新
人
類
（
き
ミ
。
防
愚
篤
§
防
賜
奪
㍉
§
防
ク
ロ
マ
ニ
ョ
ソ
人
以
後
、
現
代
人
ま

　
　
で
を
含
む
）
に
な
っ
て
も
、
あ
ま
り
変
っ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
マ
グ
ダ
レ
ニ
ア
ソ
後
期
（
H
ρ
O
O
O
～
P
O
O
O
b
d
・
ρ
）
の
流
浪
人
の
住

　
　
居
が
セ
ー
ヌ
河
岸
で
発
見
さ
れ
た
が
、
そ
の
睡
眠
場
所
の
広
さ
か
ら
、
溝
成
人
員
は
一
五
～
一
〇
人
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
家
族
的
集
団
が
い
く
つ
か
寄
り
集
ま
っ
て
同
族
集
団
を
形
成
し
、
そ
の
大
き
さ
は
生
態
学
的
・
集
団
遺
伝
学
的
に
五
〇
人
賦

　
　
外
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
死
者
を
埋
葬
す
る
と
い
う
習
慣
が
、
か
な
り
普
遍
化
し
た
の
は
、
中
期
旧
石
器
時
代
の
旧
人
類
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

　
　
り
、
旧
人
類
の
あ
い
だ
で
は
部
族
信
仰
が
か
な
り
有
形
化
し
た
と
考
え
て
も
よ
い
。
そ
し
て
後
期
旧
石
器
時
代
に
な
る
と
、
儀
式
や
祭
礼

　
　
用
の
遺
物
の
出
土
が
飛
躍
的
に
豊
富
に
な
る
。
し
か
し
、
部
族
信
仰
の
域
を
出
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
「
自
分
た
ち
」
と
い
う
即
自
的
な
捉
え
方
が
、
抽
象
化
・
一
般
化
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
人
間
」
と
い
う
レ
ベ
ル
で
理
解
さ
れ
る
よ
う

　
　
に
な
っ
た
と
き
、
部
族
信
仰
は
は
じ
め
て
普
遍
性
を
も
っ
た
宗
教
へ
脱
皮
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
各
部
族

　
　
を
包
含
し
た
エ
ト
ノ
ス
（
団
チ
p
O
。
。
）
の
存
在
が
前
提
と
な
る
だ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
そ
の
時
期
は
新
石
器
革
命
（
ρ
○
甑
α
9
る
ω
①
）
以

　
　
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
人
類
の
精
神
活
動
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
部
族
信
仰
的
レ
ベ
ル
か
ら
普
遍
性
を
も
っ
た
宗
教
へ
と
上
昇
し
た
が
、
一
方
で
知
的
活
動
は

　
　
哲
学
を
生
み
出
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
日
常
的
な
生
活
に
密
着
し
た
経
験
知
や
技
術
知
の
レ
ベ
ル
か
ら
の
離
陸
が
可
能

　
　
に
な
っ
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
部
族
信
仰
に
基
づ
く
神
話
や
伝
説
が
、
文
学
や
宗
教
や
哲
学
を
生
み
出
す
母
体
と
な
り
、
つ
い
に
は
科
学
の
形
を
・

　
　
と
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
文
学
も
宗
教
も
哲
学
も
科
学
も
、
ど
こ
か
で
人
間
を
求
め
、
人
聞
に
帰
着
す
る
性
格

　
　
を
内
包
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
そ
れ
ら
は
さ
ま
ざ
ま
の
人
間
観
・
人
間
像
を
作
り
上
げ
て
き
た
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
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四

て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
今
更
な
が
ら
人
間
現
象
の
幅
の
広
さ
と
奥
の
深
さ
に
感
歎
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
こ
の
場
合
に
、
「
人
間
」
と
い
う
存
在
を
客
観
的
に
と
ら
え
て
「
人
類
」
と
い
う
対
象
と
し
て
扱
う
な
ら
ば
、
す
で
に
科
学
の
領
域
に

入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
自
分
た
ち
」
を
問
い
、
「
人
間
」
を
問
う
た
よ
う
に
、
「
人
類
」
を
問
い
、
そ
の
起
源
を
求
め

る
こ
と
は
、
人
類
の
畏
い
立
ち
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
人
類
の
も
っ
と
も
奥
深
い
本
性
を
解
明
す
る
こ
と
に

つ
な
が
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
人
類
学
と
い
う
学
問
は
、
す
で
に
ギ
リ
シ
ャ
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
萌
芽
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
そ
れ
以
来
ま
さ
に
こ
の
あ
た
り
を
中
心
課
題
と
し
て
発
達
し
て
今
爲
に
到
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

ニ
　
サ
ル
と
ヒ
ト
を
つ
な
ぐ
論
理

　
こ
の
人
類
学
は
、
ほ
ぼ
一
九
五
〇
年
を
境
と
し
て
大
き
く
転
回
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
進
化
論
が
定
着
し
た
と
は
い
え
、
人
類
進
化
論
と

は
名
ば
か
り
で
、
ず
っ
と
起
源
論
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
そ
し
て
旧
人
類
ネ
ア
ソ
デ
ル
タ
ー
ル
人
や
、
原
人
類
ピ
テ
カ
ン

ト
ロ
プ
ス
（
鞘
肩
馬
§
ミ
奪
・
愚
§
ミ
偽
ら
ミ
偽
）
や
シ
ナ
ソ
ト
ロ
プ
ス
（
鯨
蓉
ミ
専
9
器
慧
鳶
械
§
逃
㌦
）
の
化
石
が
発
見
さ
れ
て
も
、
そ
れ
ら
が

果
し
て
「
人
類
の
祖
先
か
否
か
」
と
か
、
ま
た
彼
ら
が
「
サ
ル
か
ヒ
ト
か
」
と
い
う
二
者
択
一
の
議
論
に
終
始
す
る
の
が
常
だ
っ
た
。
い

う
な
れ
ぽ
、
発
見
さ
れ
た
化
石
が
「
ど
の
程
度
現
代
人
（
霞
O
ミ
O
防
＆
㌧
㍉
ミ
嵩
）
に
似
て
い
る
か
」
と
い
う
問
題
に
帰
着
し
た
。
と
は
い
う
も

の
の
、
人
類
と
い
う
概
念
が
科
学
的
に
確
立
し
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
暗
黙
の
う
ち
に
現
代
人
を
比
較
の
尺
度
に
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
＊
　
現
、
在
こ
れ
ら
の
名
称
は
学
名
と
し
て
は
窪
ミ
。
ミ
ミ
妹
覇
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
便
宜
上
俗
称
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
や
が
て
、
こ
の
よ
う
な
尺
度
が
役
に
立
た
な
く
な
っ
た
。
原
人
類
の
実
態
が
解
明
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
理
解
し
が
た
い
事
実
が
次
々
と

浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
脳
頭
部
は
現
代
人
の
六
割
く
ら
い
の
大
き
さ
で
（
刈
O
O
～
お
O
O
立
方
セ
ン
チ
）
、
額
は
低
く
、

眼
窩
上
縁
の
部
分
は
ゴ
リ
ラ
や
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
よ
り
も
肥
厚
し
て
、
ひ
さ
し
の
よ
う
に
前
に
突
き
出
て
お
り
（
眉
上
隆
起
）
、
見
る
か
ら



　
　
に
原
始
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
骨
盤
や
下
肢
の
骨
は
現
代
人
と
ほ
と
ん
ど
違
わ
な
い
。
さ
ら
に
困
っ
た
こ
と
に
は
、
火
や
石
器
は
十
分
使

　
　
い
こ
な
し
て
い
る
の
に
、
人
類
と
し
て
も
っ
と
も
忌
む
べ
き
殺
人
・
食
人
風
習
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
明
る
み
に
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
う
な
る
と
、
も
は
や
現
代
人
を
尺
度
に
し
て
、
「
サ
ル
か
ヒ
ト
か
」
と
か
「
入
塾
の
祖
先
か
ど
う
か
」
と
い
う
吟
味
は
あ
・
ま
り
意
味

　
　
を
も
た
ず
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
人
類
進
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
解
明
さ

　
　
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
人
類
学
は
初
め
て
、
記
述
的
段
階
を
超
え
て
科
学
的
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
人
類
学
老
た
ち
は
、
人
類
進
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
解
明
に
意
を
注
ぎ
始
め
、
そ
れ
ま
で
断
片
的
に
し
か
研
究
さ
れ
て
い

　
　
な
か
っ
た
霊
長
類
に
目
を
つ
け
始
め
た
。
そ
し
て
、
た
だ
研
究
室
で
思
索
に
耽
る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
を
求
め
て
熱
帯
降
雨
林
の
ジ
ャ
ン

　
　
グ
ル
や
、
危
険
な
山
岳
地
帯
や
サ
バ
ン
ナ
奥
地
に
ま
で
入
り
込
ん
で
い
っ
て
、
そ
の
実
態
調
査
を
開
始
し
た
。
手
応
え
は
十
分
で
、
霊
長

　
　
類
の
研
究
は
人
類
の
覆
わ
れ
た
特
徴
を
次
々
に
明
ら
か
に
し
、
ヒ
ト
化
（
ゲ
O
昆
一
昌
一
N
餌
け
一
〇
昌
）
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
の
に
最
適
の
対
象

　
　
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
わ
ば
人
類
学
の
差
し
迫
っ
た
状
況
が
、
霊
長
類
学
（
窯
ぎ
舞
9
0
σ
Q
団
）
と
い
う
新
し
い
学

　
　
問
分
野
を
生
み
出
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
生
物
学
で
は
正
反
対
と
も
い
え
る
二
方
向
へ
の
分
極
化
が
進
ん
で
い
た
。
一
方
で
は
生
物
の
根
源
的
現
象
で
あ
る

　
　
生
命
の
領
域
に
迫
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
宗
教
と
哲
学
し
か
立
ち
入
れ
な
か
っ
た
生
命
の
秘
密
の
扉
が
、
生
物
学
に
よ

　
　
っ
て
開
か
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
生
物
を
細
胞
レ
ベ
ル
、
遺
伝
子
レ
ベ
ル
、
分
子
レ
ベ
ル
に
解
体
し
て
研
究
す
る
技
法
は
長
足

　
　
の
進
歩
を
遂
げ
、
生
命
の
物
理
・
化
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
あ
た
か
も
精
巧
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
部
品
を
見
る
よ
う
に
眼
前
に
さ
ら
け

　
　
出
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
生
物
学
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
還
元
主
義
の
風
潮
は
い
ち
じ
る
し
く
強
化
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
そ
の

　
　
分
だ
け
、
そ
の
よ
う
な
単
純
な
還
元
主
義
に
対
す
る
批
判
も
強
く
な
っ
た
。
生
物
を
物
質
次
元
の
言
語
で
説
明
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な

　
　
く
、
ま
ず
生
物
を
生
物
と
し
て
捉
え
る
。
そ
し
て
、
生
物
を
形
態
・
生
理
・
心
理
・
遺
伝
そ
の
他
の
個
々
の
部
分
的
現
象
へ
と
解
体
し
て

　
　
い
く
技
法
と
は
逆
に
、
そ
れ
ら
の
成
果
を
統
合
し
て
、
つ
い
に
は
生
物
の
個
体
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
集
団
な
い
し
種
レ
ベ
ル
で
考
察
し
よ

858
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う
と
す
る
傾
向
も
強
化
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
九
五
〇
年
以
降
、
生
物
学
は
ま
さ
に
互
い
に
逆
方
向
に
分
極
化
す
る
両
分
極
の
上
に
、
止
揚
さ
れ
た
か
た
ち
で

存
在
し
、
体
質
を
改
善
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
水
素
と
酸
素
の
原
子
が
一
定
の
割
合
で
化
合
す
る
と
、
ま
っ
た
く
質
の
異
な
る
水
に
な
る
よ
う
に
、
無
生
物
と
生
物
の
あ
い
だ
に
も
、

あ
る
幅
を
も
っ
た
臨
界
領
域
を
は
さ
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
法
則
の
支
配
す
る
質
的
に
異
な
っ
た
次
元
を
見
給
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ

ら
に
生
物
の
体
制
や
構
造
や
機
能
が
高
度
化
す
る
と
、
精
神
・
文
化
活
動
を
可
能
に
す
る
別
次
元
の
世
界
が
出
現
す
る
。
こ
れ
ら
の
臨
界

領
域
を
介
し
て
、
質
的
に
異
な
る
三
種
の
次
元
（
物
質
次
元
・
生
物
次
元
・
精
神
次
元
）
の
現
象
を
説
明
し
得
る
原
理
は
、
本
来
そ
れ
ぞ

れ
の
次
元
の
な
か
に
見
出
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
三
次
元
は
、
現
時
点
で
み
る
と
き
、
自
然
の
上
・
下
部
構
造
の
断
面
を
示
す
が
、
時
間
軸
に
沿
っ
て
み
る
と
き
、
自
然
進
化
の
継

起
に
も
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
生
物
学
の
分
極
化
に
伴
い
、
物
質
と
生
命
の
間
に
横
た
わ
る
臨
界
領
域
は
生
命
の
起
源
・
進
化
と
し

て
も
扱
い
得
る
。
ま
た
、
身
体
と
精
神
の
間
を
流
れ
る
デ
カ
ル
ト
以
来
の
ル
ビ
コ
ン
河
は
、
サ
ル
か
ら
ヒ
ト
へ
と
い
う
ヒ
ト
化
ぎ
葺
昌
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

N
9
け
6
p
　
の
問
題
と
し
て
、
生
物
学
の
次
元
か
ら
進
化
史
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　
　
＊
　
こ
れ
ら
の
傾
向
ま
で
も
還
元
主
義
と
決
め
つ
け
る
の
は
、
い
さ
さ
か
性
急
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
サ
ル
と
ヒ
ト
の
連
続
性
を
摸
索
し
よ
う
と

　
　
い
う
の
で
あ
っ
て
、
後
ほ
ど
述
べ
る
よ
う
に
、
ヒ
ト
を
サ
ル
に
還
元
し
て
、
サ
ル
か
ら
ヒ
ト
を
説
明
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。

　
　
　
あ
る
い
は
ま
た
、
た
と
え
ば
人
類
の
形
質
を
遣
伝
子
レ
ベ
ル
に
還
元
し
、
人
類
の
行
動
を
大
脳
皮
質
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
活
動
に
還
元
し
、
そ
れ
ら

　
　
の
諸
作
用
か
ら
人
類
を
説
明
し
よ
う
と
い
う
の
で
も
な
い
。
こ
の
還
元
さ
れ
た
次
元
で
は
、
あ
る
い
は
還
元
度
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
、
サ
ル
と
ヒ

　
　
ト
の
差
違
は
極
小
化
し
、
同
質
化
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
を
も
っ
て
サ
ル
と
ヒ
ト
が
一
元
化
し
得
た
と
考
え
る
の
も
早
計
で
あ
る
。
サ
ル
も

　
　
ヒ
ト
も
酸
素
呼
吸
し
、
食
物
摂
取
す
る
か
ら
と
い
っ
て
同
質
視
し
得
ぬ
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　
現
在
、
こ
の
よ
う
な
行
き
過
ぎ
た
傾
向
が
到
る
と
こ
ろ
で
散
見
さ
れ
る
の
も
華
実
で
、
い
か
に
も
っ
と
も
ら
し
く
説
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ

　
　
れ
は
、
恋
愛
を
ホ
ル
モ
ン
作
用
に
、
天
才
の
芸
術
活
動
を
蛋
白
分
子
の
化
学
作
用
に
求
め
る
論
理
と
大
差
は
な
い
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
現
在
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
生
命
科
学
の
あ
り
方
に
も
大
き
く
反
映
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
「
死
」
は
人



問
に
と
っ
て
は
、
生
物
学
的
現
象
以
上
に
文
化
的
現
象
で
あ
っ
て
、
こ
の
レ
ベ
ル
を
無
視
し
て
生
物
学
レ
ベ
ル
に
下
降
さ
せ
て
、

る
の
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
サ
ル
と
ヒ
ト
に
お
い
て
、
生
の
文
化
的
内
容
を
異
に
す
る
よ
う
に
、
死
の
文
化
的
内
容
も
異
な
る
。

ゼ
ロ
的
終
焉
と
み

　
こ
の
後
者
の
臨
界
領
域
（
生
命
と
精
神
と
の
間
）
は
、
人
類
学
に
と
っ
て
と
く
に
重
要
な
の
で
、
も
う
少
し
考
察
し
て
お
こ
う
。
こ
の

場
合
、
生
物
学
は
ま
ず
生
物
の
全
体
的
な
生
き
方
・
あ
り
方
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
博
物
館
に
収
め
ら
れ

た
一
個
の
タ
イ
プ
・
ス
ペ
シ
メ
ソ
、
つ
ま
り
死
せ
る
一
個
の
標
本
が
生
物
の
「
種
」
を
代
表
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
い
う
な
れ
ば
、

そ
れ
は
死
物
学
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
生
き
た
生
物
の
現
象
す
べ
て
を
理
解
す
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く

る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
と
く
に
一
九
五
〇
年
以
降
に
な
っ
て
、
生
物
学
で
最
重
要
と
も
い
え
る
種
の
概
念
が
い
ち
じ
る
し
く
変
化

し
、
タ
イ
プ
・
ス
ペ
シ
メ
ソ
に
代
表
さ
れ
る
単
な
る
形
態
学
的
な
理
解
（
形
態
学
的
種
ヨ
。
壱
ぎ
一
。
σ
q
冨
一
。
。
需
9
①
ω
）
か
ら
、
さ
ら
に
幅
の

広
い
生
物
学
的
理
解
（
生
物
学
的
種
露
。
げ
σ
Q
冨
一
。
。
需
。
陣
。
ω
）
へ
と
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
生
物
学
的
種
で
は
、
形
態
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
生
態
・
社
会
・
行
動
・
遺
伝
な
ど
を
内
蔵
し
た
繁
殖
共
同
体
、
つ
ま
り
一
生
上
鞍
全
体
の
生
き
方
・
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　
か
く
し
て
、
生
物
の
生
き
方
・
あ
り
方
が
個
体
レ
ベ
ル
を
超
え
た
集
団
や
社
会
の
機
構
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
動
物
社
会
学
が

長
足
の
進
歩
を
遂
げ
た
。
生
物
が
集
団
も
し
く
は
種
と
し
て
、
彼
ら
の
生
息
す
る
環
境
と
ど
の
よ
う
な
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
か
ら
、
生
態
学
が
発
達
し
た
。
個
体
と
集
団
や
社
会
と
の
、
も
し
く
は
個
体
と
環
境
と
の
あ
い
だ
で
み
ら
れ
る
行
動
パ
タ
ー
ン
や

そ
の
発
達
過
程
、
心
的
・
学
習
的
機
構
の
解
明
を
め
ざ
し
て
、
行
動
生
物
学
も
い
ち
じ
る
し
く
進
展
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
ま

と
ま
っ
た
集
団
や
種
の
集
団
遺
伝
学
的
研
究
も
、
重
要
な
役
割
を
果
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
学
問
的
背
景
の
な
か
で
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
霊
長
類
学
が
誕
生
し
、
人
類
出
現
の
論
理
も
、
こ
の
脈
絡
の
な
か
で
解
明
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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三
　
人
間
性
の
萌
芽

八

　
進
化
論
が
定
着
し
て
以
来
、
人
類
学
は
サ
ル
と
ヒ
ト
と
の
境
界
線
を
取
り
払
っ
て
、
連
続
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
か
に
み
え
る
。
も

と
も
と
進
化
論
と
は
、
そ
の
よ
う
な
生
物
の
連
続
性
を
主
張
す
る
も
の
と
、
性
急
に
考
え
る
傾
向
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
け
れ
ど

も
そ
れ
は
、
サ
ル
と
ヒ
ト
と
の
身
体
的
・
生
物
学
的
特
微
の
連
続
性
に
限
ら
れ
て
お
り
、
精
神
や
文
化
の
側
面
は
ほ
と
ん
ど
断
絶
し
た
ま

ま
だ
っ
た
。

　
そ
の
実
情
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
哲
学
は
人
間
を
理
解
す
る
た
め
に
人
間
か
ら
出
発
す
る
。
つ
ま
り
人
間
で
あ
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
必

要
条
件
を
人
間
か
ら
抽
き
出
し
、
そ
れ
ら
が
動
物
で
は
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
て
、
た
し
か
に
人
間
だ
け
の
も
の
だ
と
証
明
す
る
。

社
会
科
学
も
人
間
の
レ
ベ
ル
か
ら
出
発
す
る
。
た
と
え
ぽ
言
意
や
家
族
や
物
質
文
化
や
精
神
文
化
な
ど
に
つ
い
て
、
ま
ず
そ
れ
ら
の
基
本

的
要
素
や
構
造
な
ど
に
棚
及
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
動
物
の
世
界
で
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
こ
れ
こ
そ
文
化
や
人
間
の

本
質
的
特
徴
だ
と
結
論
す
る
。
い
わ
ば
当
り
前
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
で
は
断
絶
の
溝
が
深
く
な
る
ぽ
か
り
で
あ
る
。

　
今
日
ま
で
、
「
人
間
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
、
最
初
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
」
と
か
、
「
文
化
が
発
生
す
る
基
盤
と
か
萌
芽

は
、
具
体
的
に
は
ど
う
だ
っ
た
か
」
と
い
う
問
題
も
、
中
心
課
題
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
哲
学
や
社
会
科
学
だ
け
が
扱
い
得
る
領
域
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
他
分
野
か
ら
こ
の
領
域
を
侵
犯
す
る
と
、
無
残
な
敗
退
を
喫
す
る
か
、
手
ひ
ど
く
懲
ら
し
め
ら
れ

た
。　

そ
れ
が
現
在
で
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
霊
長
類
の
生
態
や
社
会
や
行
動
の
研
究
を
媒
介
に
し
て
、
生
物
学
の
側
か
ら
、
い
わ
ぽ
こ

の
臨
界
領
域
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
文
化
的
現
象
の
す
べ
て
を
、
生
物
学
で
研
究
し
よ
う
と
試
み
る
の
が
馬
鹿
げ
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ

う
ど
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
歴
史
的
性
格
を
生
物
学
の
法
馬
で
説
明
す
る
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
少
く
と
も
、
ヒ
ト
化
も
し



く
は
入
類
進
化
の
脈
絡
の
な
か
で
、
生
物
学
的
に
生
き
る
サ
ル
か
ら
文
化
的
に
生
き
る
ヒ
ト
へ
の
連
続
的
移
り
変
り
を
み
て
い
く
こ
と
は

で
き
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
現
在
ま
で
の
霊
長
類
学
の
成
果
や
、
発
見
さ
れ
た
人
類
化
石
の
研
究
や
、
古
環
境
の
復
元
な
ど
を
通
じ
て
、
ど
の
程
度
の

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
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東
ア
フ
リ
カ
の
オ
ル
ド
バ
イ
峡
谷
で
は
、
自
然
の
巨
大
な
カ
レ
ン
ダ
ー
と
も
い
え
る
地
層
が
、
整
然
と
平
行
に
走
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

大
き
く
五
層
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
下
の
二
層
か
ら
出
土
す
る
化
石
を
通
じ
て
猿
人
類
か
ら
原
人
類
へ
と
進
化
し
て
い
く
様
子
が
よ

く
わ
か
る
。
な
に
よ
り
も
貴
重
な
の
は
、
猿
人
た
ち
の
居
住
跡
が
見
つ
か
り
、
彼
ら
の
生
活
は
も
と
よ
り
、
文
化
能
力
や
精
神
活
動
の
レ

ベ
ル
も
あ
る
程
度
知
り
得
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
長
い
論
争
の
結
果
、
猿
人
た
ち
は
身
体
的
・
解
剖
学
的
に
は
ど
う
や
ら
人
類

と
認
め
て
よ
い
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
議
論
が
進
ん
で
は
い
た
。
し
か
し
、
真
の
人
類
で
あ
る
た
め
に
ほ
、
彼
ら
の
精
神
活
動
、
文
化
能
力

の
存
在
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。

　
猿
人
た
ち
は
、
き
わ
め
て
原
始
的
な
石
器
（
オ
ル
ド
ワ
ン
型
礫
石
器
）
を
発
明
す
る
や
否
や
、
瞬
時
に
し
て
十
数
種
の
石
器
を
使
い
分

け
る
術
を
知
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
最
古
の
石
器
が
出
現
し
て
か
ら
、
き
わ
め
て
短
か
い
先
史
学
的
時
間
の
う
ち
に
、
多
種
類
の
石
器
が

発
見
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
過
剰
に
蓄
積
さ
れ
た
石
器
の
製
作
・
使
用
の
技
術
能
力
が
一
挙
に
噴
出
し
た
観
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
チ
ソ
バ
ソ
ジ
ー
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
自
然
物
を
選
択
し
利
用
し
た
り
、
簡
単
な
加
工
を
し
て
道
具
と
し
て
利
用
し
た
り

す
る
長
い
期
間
が
、
猿
人
レ
ベ
ル
に
達
す
る
ま
で
に
も
ず
っ
と
継
続
し
、
そ
れ
ら
の
文
化
的
能
力
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
さ
ら
に
、
十
数
種
の
石
器
の
存
在
だ
け
で
も
、
彼
ら
の
生
活
内
容
の
豊
か
さ
、
複
雑
さ
が
想
像
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
彼
ら
は
人
頭
大
の
石
を
直
径
約
五
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
積
み
上
げ
て
い
た
。
そ
の
積
み
石
が
何
の
た
め
か
は
不
明
だ
と
し
て
も
、
そ

　
　
　
　
人
類
は
な
ぜ
人
類
な
の
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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908　
　
の
労
力
か
ら
考
え
て
、
な
か
ば
恒
久
的
な
目
的
で
築
造
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
彼
ら
が
す
で
に
定
住
場
所
を
も

　
　
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
同
時
に
出
土
す
る
彼
ら
の
食
い
散
ら
し
た
獲
物
の
動
物
化
石
か
ら
、
狩
猟
動
物
が
次
第
に
大
型
化
し

　
　
て
い
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
定
住
地
を
持
っ
た
こ
と
と
、
獲
物
の
大
型
化
と
い
う
、
こ
の
二
つ
の
事
実
か
ら
、
彼
ら
の
文
化
程
度
が
ど
れ

　
　
ほ
ど
推
測
で
き
る
か
吟
味
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
推
測
は
、
人
に
よ
っ
て
は
実
証
的
で
な
い
、
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
証
的
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
事
実
は
存

　
　
在
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
傍
証
的
な
必
要
条
件
か
ら
演
繹
し
て
、
そ
の
事
実
の
存
在
を
否
定
す
る
わ
け
に
は

　
　
ゆ
か
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
猿
人
た
ち
が
さ
か
ん
に
捕
獲
し
た
ネ
ズ
ミ
・
カ
エ
ル
・
モ
グ
ラ
な
ど
の
よ
う
な
小
型
動
物
は
、
居
住
地
の
す
ぐ
傍
で
、
ひ
と
り
で
で
も

　
　
捕
獲
で
き
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ウ
マ
と
か
ゾ
ウ
と
か
キ
リ
ン
の
よ
う
な
大
型
有
蹄
類
を
狙
う
と
な
る
と
、
単
独
で
は
む
り
で
、
ど
う
し

　
　
て
も
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
・
チ
ー
ム
を
組
ま
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
役
割
分
担
と
協
力
が
要
求
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
、
大
型
狩
猟
を
行
う
に
は
、
遠
方
ま
で
出
か
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
危
険
な
遠
征
に
は
、
老
齢
化
し
た
個
体
や
妊
娠

　
　
し
た
メ
ス
や
哺
乳
中
の
母
子
を
同
伴
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
前
述
の
積
み
石
に
象
徴
さ
れ
る
定
住
地
に
と
ど
め
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
逆

　
　
に
遠
征
チ
ー
ム
に
は
帰
る
べ
き
場
所
が
あ
り
、
獲
物
を
持
ち
帰
る
こ
と
も
要
求
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
育
児
と
狩
猟
と
い
う
分
業
が
成
立
し

　
　
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
分
業
は
、
あ
る
種
の
社
会
的
掟
に
従
っ
て
分
配
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の

　
　
で
あ
る
。
さ
ら
に
分
業
と
分
配
の
あ
る
と
こ
ろ
、
人
類
社
会
の
存
在
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
猿
人
た
ち
の
化
石
か
ら
み
る
限
り
、
彼
ら
の
幼
・
少
年
期
は
少
な
く
と
も
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
や
ゴ
リ
ラ
の
そ
れ
よ
り
も
長
く
な
っ
て
い
た
。

　
　
こ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
複
雑
化
し
た
社
会
で
生
き
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
社
会
的
学
習
や
言
語
的
活
動
の
習
得

　
を
必
要
と
し
、
そ
れ
は
幼
・
少
年
期
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
第
二
に
、
幼
・
少
年
期
の
延
長
は
億
子
の
関
係
が
長
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
オ
ス
は
父
性
を
獲
得
し
た
に
ち
が
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い
な
い
。
サ
ル
の
次
元
で
は
、
メ
ス
が
コ
ド
モ
を
産
む
限
り
、
ハ
ハ
と
し
て
存
在
す
る
期
間
が
か
な
ら
ず
存
在
す
る
が
、
オ
ス
は
ほ
と
ん

ど
常
に
オ
ス
で
あ
っ
て
、
社
会
的
に
チ
チ
に
な
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
メ
ス
は
コ
ド
モ
と
の
間
に
母
子
の
絆
を
築
き
、
オ
ス
と
の
聞
で
は

オ
ス
・
メ
ス
の
関
係
を
保
ち
、
ま
た
オ
ス
は
期
間
的
に
長
く
な
っ
た
母
子
の
絆
を
媒
介
と
し
て
コ
ド
モ
と
の
間
に
父
子
の
関
係
を
成
立
さ

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
な
る
と
、
猿
人
た
ち
の
問
に
は
、
す
で
に
家
族
も
し
く
は
そ
れ
に
類
似
し
た
社
会
的
ユ
ニ
ヅ
ト
が
形
成
さ
れ
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
は
今
西
錦
司
の
い
う
類
家
族
合
ヨ
ま
匡
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
め
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
猿
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
、
霊
長
類
一
般
に
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
発
情
季
や
交
尾
季
の
た
ぐ
い
が
、
そ
の
周

期
性
を
消
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
猿
人
た
ち
の
メ
ス
は
生
殖
年
齢
に
達
し
て
か
ら
老
年
ま
で
の
間
は
、

常
に
交
尾
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
え
ず
オ
ス
た
ち
を
性
的
に
触
発
し
、
報
酬
を
与
え
、
特
定
の
オ
ス
と
の
結
び
つ
き
を
強
化
さ
せ
る
機

能
を
果
し
た
。
霊
長
類
の
な
か
で
も
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
で
は
、
と
き
ど
き
食
物
が
分
け
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
が
オ
ス
か
ら
メ
ス
に
対
し
て
で
あ
り
、
そ
れ
も
発
情
し
た
メ
ス
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
考

え
て
も
、
猿
人
た
ち
の
あ
い
だ
の
恒
常
化
し
た
性
的
絆
（
o
ロ
O
×
口
鳥
網
　
げ
O
昌
仙
）
は
重
要
な
社
会
的
意
味
を
も
っ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

つ
ま
り
、
も
し
猿
人
た
ち
が
依
然
と
し
て
交
尾
季
を
も
っ
て
い
た
と
す
れ
ぽ
、
特
定
の
オ
ス
と
メ
ス
の
性
的
絆
は
持
続
性
は
な
く
、
し
た

が
っ
て
父
性
の
出
現
も
困
難
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
家
族
の
成
立
根
拠
も
薄
弱
と
な
ら
ざ
る
を
得
ま
い
。

　
さ
ら
に
性
生
活
に
お
け
る
発
情
は
、
も
う
ホ
ル
モ
ン
支
配
の
レ
ベ
ル
を
脱
し
て
、
大
脳
的
・
社
会
的
規
制
を
受
け
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
の
繭
芽
は
す
で
に
マ
ン
ト
ヒ
ヒ
な
ど
の
下
等
な
猿
類
の
レ
ベ
ル
で
も
男
乗
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
彼
ら
は
厳
格
な
単
管
複
雌
の
社
会

的
ユ
ニ
ッ
ト
を
有
す
る
が
、
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
の
メ
ス
が
発
情
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
直
ち
に
ホ
ル
モ
ン
・
レ
ベ
ル
で
他
の
ユ
ニ
ッ

ト
の
オ
ス
を
性
的
に
触
発
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
ホ
ル
モ
ン
支
配
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
大
脳
的
・
社
会

的
に
規
鰯
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　
霊
長
類
で
は
社
会
性
が
よ
く
発
達
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
ヒ
ヒ
や
ニ
ホ
ン
ザ
ル
で
さ
え
、
集
団
内
で
行
動
が
社
会
的
に
規
制
さ
れ
て
い

　
　
　
　
人
類
は
な
ぜ
人
類
な
の
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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928　
　
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
「
何
を
し
て
は
い
け
な
い
か
」
、
「
ど
の
よ
う
に
振
舞
う
べ
き
か
」
と
い
う
、
い
わ
ば
そ
の
集
団
の
社
会

　
　
的
掟
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
規
制
を
も
っ
た
集
団
へ
の
造
反
や
離
脱
は
、
肉
食
動
物
と
競
合
し
な
が
ら
生
き
る
彼

　
　
ら
に
と
っ
て
は
、
死
の
危
険
を
意
味
す
る
。
猿
人
た
ち
の
集
団
内
の
社
会
構
造
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
い
っ
そ
う
複
雑
で
、
し
た

　
　
が
っ
て
そ
れ
に
比
例
し
て
社
会
的
掟
や
行
動
規
範
も
複
雑
化
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
と
な
る
と
、
道
徳
や
義
務
の
萌
芽
が
こ

　
　
こ
に
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
の
よ
う
な
複
雑
性
を
も
っ
た
レ
ベ
ル
の
社
会
で
、
自
分
の
意
志
や
経
験
を
仲
間
や
子
孫
に
伝
達
・
伝
承
す
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

　
　
ー
シ
ョ
ソ
・
シ
ス
テ
ム
も
し
く
は
言
語
機
能
が
、
果
た
し
て
欠
落
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
チ
ン
パ
ン
ジ
…
で
す
ら
、
あ
る
程
度
の
言
語
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
力
が
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
道
具
そ
の
も
の
が
即
自
的
な
言
語
機
能
を
属
性
と
し
て
も
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
定
型
化

　
　
さ
れ
た
石
器
の
種
類
が
増
加
し
た
り
、
改
良
さ
れ
た
り
し
た
事
実
と
も
考
え
併
ぜ
て
、
言
語
機
能
の
存
在
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　
　
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
積
極
的
に
存
在
し
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
＊
　
道
具
は
、
学
習
に
基
づ
く
伝
承
と
伝
播
の
性
質
を
内
蔵
し
て
お
り
、
視
覚
言
語
や
身
振
り
言
語
と
同
質
の
伝
達
機
能
を
も
果
す
。
チ
ン
パ
ン
ジ

　
　
　
　
　
一
A
が
白
ア
リ
釣
り
用
に
作
っ
た
小
枝
を
も
っ
て
、
移
動
し
て
い
る
の
を
他
個
体
の
B
が
見
る
と
、
B
は
そ
の
道
具
と
し
て
の
小
枝
を
介
し
て
、

　
　
　
　
　
A
が
何
を
意
図
し
て
い
る
か
瞬
時
に
し
て
了
解
す
る
。
A
は
B
が
つ
け
て
く
る
の
を
く
ら
ま
す
た
め
に
、
あ
ら
ぬ
方
向
に
行
く
ふ
り
を
す
る
。
こ

　
　
　
　
　
の
よ
う
な
あ
り
ふ
れ
た
行
動
か
ら
も
、
道
具
が
伝
達
機
能
を
も
有
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
他
部
族
の
も
の
が
噺
有
し
て
い
る
道
具
を
み
て
、

　
　
　
　
た
だ
ち
に
そ
れ
が
、
自
分
た
ち
の
ど
の
生
活
行
動
に
有
用
か
を
知
る
。
そ
し
て
学
習
・
模
倣
に
よ
り
伝
播
な
い
し
伝
承
さ
れ
る
。
そ
の
機
能
は
出

　
　
　
　
発
点
に
お
い
て
は
言
語
と
同
根
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヒ
ト
化
の
初
期
に
お
い
て
は
、
道
具
は
有
形
化
し
た
言
語
能
力
、
も
し
く
は
言
語
の
化
石
で

　
　
　
　
あ
る
と
見
敏
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
事
情
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
豊
富
な
石
器
類
の
カ
タ
ロ
グ
を
有
す
る
原
人
類
（
そ
し
て
猿
人
類
に
於
い
て
も
）
の
問
に
言
語

　
　
　
　
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
依
然
と
し
て
認
め
よ
う
と
し
な
い
の
は
、
悪
し
き
実
証
主
義
の
名
残
り
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
猿
人
た
ち
が
構
成
し
て
い
た
同
族
集
団
は
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
集
団
が
、
食
物
源
で
あ
る
動
物
や
植
物

　
　
な
ど
の
生
態
条
件
に
も
左
右
さ
れ
な
が
ら
、
す
み
分
け
し
、
な
わ
ぽ
り
を
持
っ
て
い
た
。
集
団
に
よ
っ
て
は
、
比
較
的
お
だ
や
か
な
も
の



　
　
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
緊
張
の
み
な
ぎ
つ
た
激
し
い
集
団
も
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
社
会
的
規
制
に
も
緩
徐
の
相
違
が

　
　
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
集
団
の
個
性
を
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ン
と
よ
ぶ
。

　
　
　
い
わ
ゆ
る
本
能
主
導
型
の
ア
リ
や
ハ
チ
の
よ
う
な
昆
虫
社
会
で
は
、
営
ま
れ
る
集
団
の
溝
造
は
画
一
的
で
、
た
と
え
ば
北
海
道
と
九
州

　
　
の
ア
リ
の
集
団
に
個
性
的
相
違
が
み
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
学
習
度
の
高
い
霊
長
類
に
な
る
と
、
た
と
え
ば
ニ
ホ

　
　
ソ
ザ
ル
の
集
団
の
間
で
も
、
す
で
に
あ
る
程
度
の
個
性
的
相
違
を
見
出
し
得
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
学
習

　
　
主
導
型
に
大
き
く
傾
斜
し
た
猿
人
集
団
で
は
、
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
集
団
規
欄
、
食
生
活
、
即
自
的
な
生
活
技
術
な
ど
の
ト

　
　
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ソ
に
お
い
て
、
か
な
り
大
き
な
集
団
間
の
差
や
地
域
的
な
相
異
が
生
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
　
実
際
に
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
現
在
ま
で
に
か
な
り
豊
富
に
出
土
し
て
い
る
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
出
土
の
原
人
類
の

　
　
遣
物
を
み
る
と
き
、
集
団
的
個
性
の
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
納
得
で
き
る
。
猿
人
類
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
検
証
を
行
え
ば
、

　
　
先
史
学
的
に
も
集
団
間
の
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ソ
の
違
い
を
実
証
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
猿
人
た
ち
、
つ
ま
り
人
類
と
、
類
人
猿
を
含
む
霊
長
類
一
般
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
す
ぐ
目
に
つ
く
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
オ
ス
ら
し

　
　
さ
・
メ
ス
ら
し
さ
、
つ
ま
り
性
差
（
性
的
二
型
、
。
・
・
差
昏
夢
ヨ
。
暮
プ
尻
B
）
の
あ
り
方
が
ま
っ
た
く
変
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
霊
長
類
で
は
、
オ
ス
の
犬
歯
は
、
メ
ス
の
そ
れ
に
比
べ
て
い
ち
じ
る
し
く
巨
大
で
鋭
利
な
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
一
般
に
歯
と
い
え
ば

　
　
食
物
摂
取
用
の
咀
囎
器
官
で
あ
る
、
と
短
絡
的
に
考
え
ら
れ
勝
ち
だ
が
、
実
際
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
一
例
が
こ
の
犬

　
　
歯
で
あ
る
。
も
し
咀
囎
用
だ
と
す
る
と
、
オ
ス
と
メ
ス
と
で
食
物
の
種
類
を
異
に
す
る
、
と
い
う
奇
妙
な
結
論
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で

　
　
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
犬
歯
に
み
ら
れ
る
、
こ
の
大
き
な
性
差
は
咀
囎
用
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
行
動
学
的
な
オ
ス
・
メ
ス
の
差
の
反
映

　
　
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
オ
ス
の
最
大
の
社
会
的
役
割
は
、
外
に
対
し
て
は
集
団
を
防
御
し
、
内
に
対
し
て
は
順
位
性
・
対
メ
ス
関
係
そ
の

　
　
他
の
集
団
内
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
だ
と
い
え
る
。
い
う
な
れ
ぽ
、
犬
歯
は
集
団
維
持
の
た
め
の
シ
ン
ボ
ル
的
特
徴
だ
と
も
い
え
よ
う
。

　
　
し
か
し
、
外
に
対
し
て
は
、
犬
歯
は
、
巨
大
で
鋭
利
な
ほ
ど
威
力
あ
る
武
器
に
な
り
得
る
が
、
逆
に
内
に
対
し
て
は
危
険
き
わ
ま
り
な
い
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兇
器
と
な
り
う
る
。
些
細
な
ト
ラ
ブ
ル
の
た
び
に
、
仲
間
に
致
命
傷
を
与
え
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
や
が
て
自
分
の
所
属
す
る
集
団
の
内
部

崩
壊
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
故
、
オ
ス
の
体
に
犬
歯
と
か
牙
の
よ
う
な
危
険
な
武
器
を
装
備
し
た
動
物
で
は
、
常
に
先
天
的
に
、

二
型
に
対
す
る
攻
撃
行
動
を
抑
止
す
る
機
構
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
、
ヒ
ヒ
や
マ
カ
カ
の
類
で
は
、
劣
位
の
個
体
は
優
位
の
個

体
に
対
し
て
、
急
所
で
あ
る
陰
部
を
差
し
出
す
。
そ
の
行
動
が
あ
る
と
、
優
位
個
体
は
攻
撃
を
中
止
し
て
、
マ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ
（
馬
乗
り

行
動
）
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
相
手
に
対
す
る
征
服
を
儀
式
的
（
ユ
盲
亀
に
確
認
す
る
。
同
じ
よ
う
に
し
て
、
オ
オ
カ
ミ
は
自
分
の
頸
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
わ

脈
の
部
分
を
、
ネ
ズ
ミ
は
下
腹
部
を
、
相
手
に
差
し
出
し
て
攻
撃
を
堕
す
。

　
一
方
、
人
類
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
鋭
い
爪
や
巨
大
な
牙
も
な
く
、
男
性
と
女
性
の
性
的
二
型
の
あ
り
方
は
、
他
の
霊
長
類
と

す
っ
か
り
違
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
性
差
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
第
二
次
性
徴
の
あ
り
方
が
変
化
し
、
男
女
の

性
的
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
が
変
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
代
り
に
、
自
分
の
体
か
ら
強
力
な
武
器
を
喪
失
し
た
人
類
は
、
道
具
を
手
に
し
た
。

　
道
具
は
本
来
の
一
次
的
用
途
の
ほ
か
に
、
状
況
に
応
じ
て
転
用
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
平
和
的
な
根
茎
の
掘
り
棒
も
、
此
二
平
な
い
さ

か
い
に
際
し
て
振
り
上
げ
れ
ば
、
兇
器
に
も
な
り
得
る
。
狩
猟
用
の
道
具
も
、
仲
間
に
転
用
す
れ
ぽ
、
殺
人
用
具
に
な
る
。
相
手
を
威
嚇

し
脅
か
す
つ
も
り
で
使
用
し
た
は
ず
が
、
相
手
に
致
命
傷
を
与
え
る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
し
て
残
念
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
道
具

の
多
用
性
に
対
し
て
、
牙
や
爪
の
場
合
の
よ
う
に
、
行
動
学
的
に
絶
対
的
歯
止
め
に
な
る
も
の
は
、
人
類
に
は
ま
だ
十
分
発
達
し
て
い
な

い
。
あ
え
て
い
え
ば
、
集
団
内
で
後
天
的
・
学
習
的
に
身
に
つ
け
た
道
徳
的
・
倫
理
的
・
宗
教
的
規
範
へ
の
順
応
と
、
そ
れ
ら
に
感
応
し

易
い
先
天
的
感
情
・
情
緒
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。

　
長
い
進
化
過
程
で
、
人
類
と
道
具
の
か
か
わ
り
合
い
は
、
ま
だ
瞬
時
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
人
類
の
道
具
へ
の
適
応
が
未
完
で
未
熟

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
行
動
学
上
、
先
天
的
な
歯
止
め
（
抑
止
機
構
）
を
外
し
て
し
ま
っ
た
生
物
学
的
ヒ
ト
と
、

そ
れ
と
は
異
次
元
の
技
術
（
ω
犀
≡
）
や
道
具
と
の
間
に
大
き
な
ず
れ
と
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
、
物
質
文
化
に
支
配
さ
れ
る
人
間
と
い
う



主
客
逆
転
の
相
が
現
わ
れ
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
実
際
に
も
人
類
の
歴
史
を
裏
側
か
ら
眺
め
る
と
き
、
人
類
に
な
っ
た
瞬
間
か
ら
、
殺
人
・
殺
り
く
を
く
り
返
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
を
初
期
人
類
の
進
化
程
度
の
低
さ
や
未
開
性
に
帰
せ
し
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
と
い
う
の
は
、
時
代
と
と
も
に
殺
人
の
頻
度
は

増
加
し
、
規
模
は
拡
大
し
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
原
人
類
や
猿
人
類
に
お
け
る
殺
人
の
事
実
が
次
々
と
闘
る
み
に
出
て
き
た
と
き
、
研
究
老
た
ち
の
反
論
は
弁
護
に
移
り
、
つ
い
に
は
沈

黙
に
変
っ
た
。

　
「
人
が
人
を
打
ち
殺
し
て
焼
い
て
食
う
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
人
類
の
行
動
で
あ
る
」
と
い
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
の
人
類
学
者
H
・
ヴ
ァ

イ
ネ
ル
ト
（
M
由
。
　
ぐ
く
Φ
一
応
①
目
θ
）
で
あ
る
。
も
し
、
サ
ル
か
ヒ
ト
か
定
か
で
な
い
化
石
が
発
見
さ
れ
、
そ
こ
に
殺
人
の
痕
跡
を
読
み
取
り
得
た

な
ら
ば
、
そ
の
化
石
は
人
類
と
断
定
し
て
も
よ
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
E
・
フ
ロ
ム
（
碁
り
●
閂
8
白
諺
）
は
、
人
類
の
殺
人
行
為
に
は
動
機
づ
け
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
正
義
と
い
う
実
に
怪
し
げ
な
旗
印
の

た
め
に
せ
よ
、
本
来
の
宗
教
的
目
的
と
は
矛
盾
す
る
は
ず
の
異
端
者
懲
罰
の
た
め
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
儀
式
的
（
昏
ロ
＆
な
も
の
に
せ

よ
、
動
機
づ
け
、
つ
ま
り
行
動
の
価
値
基
準
如
何
に
よ
っ
て
、
殺
人
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

五
　
ヒ
ト
化
へ
の
直
接
的
動
因

　
　
　
ど
の
よ
う
に
し
て
、
サ
ル
か
ら
ヒ
ト
が
分
か
れ
た
か
と
問
わ
れ
る
と
、
と
っ
さ
に
、
サ
ル
と
ヒ
ト
で
も
っ
と
も
違
う
特
徴
は
な
に
か
、

　
　
と
考
え
、
そ
し
て
ヒ
ト
は
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
「
あ
た
ま
」
が
よ
い
か
ら
、
あ
た
ま
の
善
し
悪
し
が
サ
ル
と
ヒ
ト
を
分
け
た
と
思
い

　
　
込
む
。
私
た
ち
の
考
え
方
に
は
、
こ
の
よ
う
な
抜
き
難
い
く
せ
や
傾
向
が
あ
っ
て
、
偏
見
や
間
違
い
の
も
と
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
人
類

　
　
学
の
世
界
で
も
、
一
九
五
〇
年
頃
ま
で
は
、
大
半
の
研
究
者
が
こ
の
よ
う
な
過
誤
に
は
ま
り
込
ん
で
い
た
。
現
在
で
は
、
猿
人
類
や
原
人
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類
が
サ
ル
的
あ
た
ま
と
ヒ
ト
的
あ
し
を
も
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
人
類
は
あ
た
ま
か
ら
で
な
く
、
あ
し
か
ら
進
化
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
類
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
特
微
で
、
サ
ル
と
ヒ
ト
を
分
け
る
引
き
金
に
な
っ
た
の
は
「
直
立
二
足
歩
行
性
」
と

い
う
特
性
に
な
る
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
ヒ
ト
化
（
び
O
昌
ρ
凶
郎
一
N
9
け
一
〇
鵠
）
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
鮮
新
世
の
初
め
こ
ろ
（
約
五
再

万
年
前
）
、
猿
人
た
ち
の
祖
先
は
森
林
依
存
度
の
強
い
化
石
類
人
猿
ド
リ
オ
ピ
テ
ク
ス
（
b
遷
愚
㍉
罫
§
ら
と
分
か
れ
て
、
疎
開
林
や
低
木

の
茂
る
草
原
へ
と
生
活
の
中
心
を
移
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
は
ま
た
草
食
動
物
が
群
が
り
、
そ
れ
を
狙
う
肉
食
動
物
が
横
行
す
る
、
食
う
か

食
わ
れ
る
か
の
世
界
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
ん
な
所
へ
割
り
込
ん
だ
ヒ
ト
的
サ
ル
の
一
群
は
、
威
力
の
あ
る
牙
や
鋭
い
爪
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
さ
り
と
て
敵
を
圧
倒
す

る
ほ
ど
巨
大
な
体
躯
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
と
く
に
逃
げ
足
が
速
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
ら
は
集
団
的
社
会
性
を
高

め
て
危
険
に
備
え
る
と
同
時
に
、
歩
行
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
由
に
な
っ
た
「
て
」
で
、
動
物
の
骨
や
歯
や
角
や
、
手
ご
ろ
な
石
こ
ろ
や
棒

き
れ
を
選
ん
で
道
具
と
し
て
使
用
し
た
。
と
き
に
は
簡
単
な
加
工
や
改
良
く
ら
い
は
し
た
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
直
立
二
足
歩
行
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
お
か
げ
で
あ
っ
て
、
手
が
自
由
に
な
り
、
道
具
を
作
っ
た
り
使
っ
た
り

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
手
と
道
具
の
有
用
性
が
増
し
、
噛
み
切
り
用
の
切
歯
や
闘

争
用
の
犬
歯
の
負
担
が
軽
く
な
り
、
退
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
上
が
現
在
も
っ
と
も
支
持
さ
れ
て
い
る
直
立
二
足
歩
行
器
の
あ
ら
ま

し
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
も
先
ほ
ど
述
べ
た
偏
見
の
論
理
が
働
い
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
座
標
軸
の
原
点
を
猿
人
類
に
平
行
移
動
さ
せ
て
考
え

て
み
る
と
、
サ
ル
と
ヒ
ト
で
も
っ
と
も
違
う
特
徴
は
直
立
二
足
歩
行
性
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
特
徴
が
サ
ル
と
ヒ
ト
を
分
け
た
、
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
直
立
二
足
歩
行
説
が
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
が
道
具
の
製
作
・
使
用
を
促
し
た
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
道
具
を
さ
し



　
　
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
根
を
掘
り
起
し
、
肉
を
切
り
裂
き
、
骨
を
割
る
道
具
な
ら
、
べ
つ
に
立
た
な
く
と
も
坐
っ
た
ま
ま
で
も
で
ぎ
る
。

　
　
狩
猟
・
闘
争
・
運
搬
・
携
帯
の
場
合
だ
け
、
直
立
二
足
歩
行
と
道
具
が
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
二
足
歩
行
し
な
く
と
も
、
チ
ソ
パ

　
　
ン
ジ
ー
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
立
っ
た
り
坐
っ
た
り
し
な
が
ら
採
食
し
、
器
用
な
手
で
適
当
な
物
体
を
選
び
、
と
き
に
は
多
少
の
修
正
・

　
　
加
工
を
施
し
な
が
ら
道
具
と
し
て
利
用
し
た
、
と
い
う
方
が
実
情
に
合
う
。

　
　
　
そ
れ
で
は
ヒ
ト
的
サ
ル
は
何
を
好
き
こ
の
ん
で
、
不
慣
れ
で
不
安
定
で
敏
捷
性
に
か
け
る
直
立
二
足
歩
行
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ

　
　
ろ
う
。
何
が
直
立
二
足
歩
行
へ
と
踏
み
切
ら
せ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
道
具
の
使
用
と
製
作
だ
っ
た
と
い
う
の
が
、
「
道
具
使
用
説
」
の

　
　
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
直
立
二
足
歩
行
の
結
果
、
道
具
を
製
作
・
使
用
し
た
と
い
う
の
で
な
く
、
道
具
の
製
作
・
使
用
が
直
立
二
足
歩
行
を

　
　
刺
激
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
道
具
を
う
ま
く
使
い
分
け
た
結
果
、
闘
争
用
・
捕
食
用
・
ひ
き
裂
き
用
の
犬
歯
の
役
割
は
小
さ

　
　
く
な
り
、
噛
み
切
り
用
の
切
歯
も
小
型
化
し
て
、
前
歯
部
全
体
が
退
化
す
る
結
果
に
な
っ
た
、
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
道
具
使
用
説
に
も
抜
き
難
い
欠
陥
が
あ
る
。
な
ぜ
、
同
じ
程
度
の
道
具
使
用
者
で
あ
る
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
前
歯
部
が
退
化
せ

　
　
ず
、
当
時
の
ヒ
ト
的
サ
ル
の
方
に
だ
け
退
化
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
や
は
り
直
立
二
足
歩
行
説
が
い
う
よ
う
に
、
体
幹
が
垂
直
に

　
　
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
突
顎
性
が
弱
ま
り
、
そ
の
結
果
、
切
歯
や
犬
歯
が
小
さ
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
体
幹
が
垂
直
に
立

　
　
つ
こ
と
と
突
顎
性
と
が
関
係
が
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
四
足
性
の
ラ
ソ
グ
ー
ル
（
ミ
題
8
蔑
♂
ア
ジ
ア
産
ヤ
セ
ザ
ル
類
）
で
突
顎
性
が
弱
く
、

　
　
常
に
体
幹
を
垂
直
に
し
て
い
る
テ
ナ
ガ
ザ
ル
で
犬
歯
が
大
き
い
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
こ
れ
ま
で
に
、
猿
人
類
の
な
か
で
も
最
古
の
グ
ル
ー
プ
と
い
わ
れ
て
い
る
ア
フ
ァ
ー
ル
猿
人
（
浮
翼
ミ
愚
§
§
嵩
ミ
鐸
、
，
§
駐
）
が
エ
チ

　
　
オ
ピ
ア
の
ハ
ダ
ー
ル
（
団
践
霞
）
地
方
や
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
ラ
ェ
ト
リ
（
詳
。
8
ε
で
発
見
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
に
は
類
人
猿
の
影
が
色
濃

　
　
く
残
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
や
っ
と
直
立
二
足
歩
行
性
を
獲
得
し
た
ば
か
り
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
・
る
。
そ
の
一
段
階
前
の
ヒ
ト
的
サ
ル
で
あ
る

　
　
ラ
マ
ピ
テ
ク
ス
群
（
肉
§
～
愈
旧
き
ミ
§
σ
q
「
o
ε
）
が
、
最
近
ケ
ニ
ア
や
イ
ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
以
外
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
南
部
や
中
国
南
部
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

　
　
次
々
に
発
見
さ
れ
、
そ
の
実
態
が
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
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八

＊
　
こ
れ
ま
で
狭
義
の
ラ
マ
ピ
テ
ク
ス
は
、
最
古
の
人
類
化
石
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
一
九
八
三
年
、
パ
キ
ス
タ
ン
で
、
ラ
マ
ピ
テ
ク
ス

　
（
狭
義
）
の
顔
面
部
が
発
見
さ
れ
、
そ
れ
が
現
在
の
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
Q
こ
こ
で
は
人
類
発
生
の
母

体
群
と
い
う
意
味
で
、
広
義
に
使
用
し
て
ラ
マ
ピ
テ
ク
ス
群
と
し
た
。

　
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
な
か
に
、
人
類
の
祖
先
が
い
た
こ
と
は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
彼
ら
の
生
息
環
境
は
森
林
辺
縁
部
や
疎
開
林
や

草
原
で
あ
っ
た
り
し
て
、
そ
れ
に
応
じ
て
直
立
二
足
歩
行
性
の
方
向
に
踏
み
出
し
た
グ
ル
ー
プ
も
あ
れ
ば
、
ま
だ
樹
上
依
存
度
の
高
い
連

中
も
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
大
目
歯
が
い
ち
じ
る
し
く
大
き
く
、
繊
維
性
・
穀
粒
性
食
物
を
挽
き
臼
状
に

も
ぐ
も
ぐ
と
噛
ん
で
い
た
ら
し
い
。

　
と
こ
ろ
で
意
外
な
こ
と
に
、
野
獣
怪
異
微
で
あ
る
犬
歯
は
、
彼
ら
の
間
で
は
現
在
信
じ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
小
さ
く
は
な
く
、
従
っ
て
挽

き
二
型
咀
囎
運
動
に
は
か
な
り
不
向
き
だ
っ
た
。
と
い
う
の
は
突
出
し
た
犬
歯
が
咀
囎
運
動
で
邪
魔
に
な
る
ら
し
く
、
真
先
に
水
平
に
す

り
減
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
サ
ル
か
ら
分
か
れ
て
ヒ
ト
化
す
る
第
一
歩
は
、
ど
う
や
ら
直
立
二
足
歩
行
で
も
犬
歯
の
退
化
で
も
な
く
、
ま

し
て
や
道
具
使
用
で
も
な
く
、
挽
き
臼
黒
糖
囎
運
動
に
適
応
す
べ
く
奥
歯
（
大
臼
歯
）
が
大
き
く
な
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
え
そ
う

で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
猿
人
類
の
大
き
す
ぎ
る
大
臼
歯
も
、
原
人
類
の
時
代
に
な
っ
て
も
し
ば
し
ぼ
見
ら
れ
る
犬
歯
閥
隙
（
伍
引
け
？

ヨ
。
。
”
大
き
な
犬
歯
を
受
容
す
る
た
め
の
、
歯
列
間
の
隙
間
）
の
名
残
も
、
現
代
人
の
犬
歯
の
歯
根
部
が
他
の
歯
に
比
べ
、
並
外
れ
て
大
き

い
の
も
、
む
り
な
く
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
立
二
足
歩
行
性
や
道
具
使
用
能
力
に
つ
い
て
過
小
評
価
す
る
気
持
は
毛

頭
な
い
。
ヒ
ト
化
が
歯
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
生
物
が
ヒ
ト
の
レ
ベ
ル
に
達
し
た
と
い
う
こ
と
と
は
多
少
意
味
が
異
な
る
。

つ
ま
り
、
中
新
世
の
化
石
類
人
猿
（
国
O
ヨ
一
5
0
一
飢
0
㊤
）
の
な
か
に
は
、
ま
だ
直
立
二
足
歩
行
性
も
獲
得
し
て
お
ら
ず
、
全
体
と
し
て
サ
ル
レ

ベ
ル
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
歯
だ
け
は
ヒ
ト
の
方
向
に
進
化
し
始
め
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
号
守

侍
p
。
一
ぎ
巨
巳
山
　
と
よ
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
し
て
、
ま
だ
現
存
類
人
猿
に
向
け
て
完
成
は
し
て
い
な
い
が
、
い
ち
早
く
歯
牙
に



つ
い
て
類
人
猿
化
す
る
傾
向
の
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

人
猿
化
も
、
か
な
り
古
い
時
代
に
す
で
に
萌
芽
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

冷
酒
或
巷
。
と
よ
ぼ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ヒ
ト
化
も
類

六
　
人
類
と
文
化
の
か
か
わ
り

　
　
　
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
哲
学
や
社
会
科
学
に
よ
り
、
文
化
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
し
ぼ
し
ば
議
論
さ
れ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
人
類

　
　
に
と
っ
て
文
化
が
ど
れ
ほ
ど
の
機
能
を
果
し
、
ど
の
よ
う
な
管
笛
を
も
っ
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
問
わ
れ
て
い
な

　
　
い
の
は
ふ
し
ぎ
で
あ
る
。

　
　
　
自
然
の
一
部
と
し
て
生
き
て
い
る
動
物
は
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
環
境
内
で
は
、
ま
る
で
鍵
と
鍵
穴
の
よ
う
に
、
機
械
的
に
自
然
条
件

　
　
に
反
応
し
な
が
ら
行
動
す
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
そ
の
生
き
方
や
行
動
は
先
天
的
に
決
定
さ
れ
て
い
て
、
す
こ
ぶ
る
能
率
が
よ
い
が
、

　
　
違
っ
た
環
境
に
移
る
こ
と
は
ま
ず
許
さ
れ
な
い
。
動
物
が
高
等
に
な
る
と
、
こ
の
自
然
条
件
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
由
性
を
増
す
よ
う
に
な

　
　
る
。
そ
し
て
そ
の
分
だ
け
、
生
れ
つ
き
の
先
天
的
行
動
か
ら
脱
し
て
、
判
断
と
選
択
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
行
動
を
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
い
う
な
れ
ば
生
物
の
主
体
性
が
向
上
す
る
と
で
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
そ
し
て
こ
の
方
が
、
は
る
か
に
広
い
環
境
に
適
応
で
き
る
し
、
刻
々
と
変
化
す
る
周
囲
の
条
件
に
即
応
す
る
能
力
も
高
ま
り
、
バ
ラ
エ

　
　
テ
ィ
に
富
ん
だ
生
活
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
行
動
や
生
活
を
決
定
づ
け
る
の
が
、
後
天
的
な
学
習
で
あ
る
。
こ
の
学
習
能
力

　
　
は
、
霊
長
類
で
は
他
の
動
物
た
ち
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
く
、
人
類
で
は
さ
ら
に
飛
躍
的
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
本
能
は
人
類

　
　
で
は
奥
深
く
押
し
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
自
然
条
件
に
縛
り
つ
け
ら
れ
た
動
物
で
は
、
た
と
え
ば
気
温
が
低
下
す
る
と
、
移
動
し
て
こ
れ
を
避
け
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
人
類

　
　
の
場
合
は
、
毛
皮
が
保
温
に
役
立
つ
こ
と
を
知
り
、
氷
雪
を
防
ぐ
小
屋
掛
け
を
学
び
、
暖
を
と
る
火
を
発
明
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
し

　
　
て
人
類
は
、
自
然
の
な
か
で
む
き
出
し
で
生
活
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
を
補
い
、
糊
御
・
克
服
し
、
開
拓
・
改
良
し
、
発
見
・
発
明
し
、

99
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〇

生
産
す
る
術
を
身
に
つ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
食
生
活
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
鋭
い
牙
と
爪
に
頼
っ
て
獲
物
を
得
る
動
物
で
は
、
捕
獲
つ
ま
り
摂
食
だ
っ
た
。
そ
れ
が
道
具
に
頼
る
狩

猟
や
採
集
で
は
、
捕
獲
と
摂
食
は
分
離
し
、
間
接
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
僅
か
ば
か
り
の
工
夫
と
技
術
と
道
具
の
改
良
に
よ
っ
て
、
捕
獲
の

成
果
が
い
ち
じ
る
し
く
増
大
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
し
か
し
、
危
険
を
伴
い
、
当
り
外
れ
が
あ
る
狩
猟
や
採
集
よ
り
も
、
計
画
性
を
も

っ
た
飼
育
や
栽
培
の
方
が
は
る
か
に
効
率
が
よ
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
生
産
量
が
増
大
す
る
と
、
人
口
は
増
加
し
、
職
業
的
分
業
が
生
じ
、
社
会
的
階
級
が
発
生
し
て
、
社
会
の
構
造
は
大

き
く
変
化
す
る
。
余
剰
物
は
交
易
さ
れ
、
つ
い
に
は
貨
幣
が
出
現
す
る
。
そ
し
て
食
物
の
入
手
は
、
み
ず
か
ら
の
牙
と
爪
に
代
っ
て
、
貨

幣
と
い
う
手
段
に
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
入
手
さ
れ
た
食
物
は
、
各
民
族
に
特
有
の
伝
統
的
な
方
法
で
調
理
さ
れ
、
こ
こ

で
は
じ
め
て
摂
食
が
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
発
展
系
列
は
、
も
は
や
生
物
レ
ベ
ル
の
現
象
で
は
な
い
。

　
こ
の
脈
絡
の
な
か
に
は
、
技
術
と
物
中
心
の
物
質
文
化
（
ヨ
簿
Φ
艮
巴
。
巳
ε
お
）
　
ば
か
り
で
な
く
、
風
俗
・
習
慣
・
伝
統
・
道
徳
・
価

値
観
・
宗
教
・
芸
術
の
よ
う
な
精
神
文
化
（
く
助
一
q
O
　
　
O
二
一
け
環
吋
¢
）
も
溶
け
込
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
回
救
徒
が
豚
を
食
べ
な
い
の
は
、
消
化
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

き
な
い
か
ら
で
は
な
い
し
、
ま
た
日
本
人
が
た
こ
や
い
か
を
珍
味
と
し
、
欧
米
人
が
そ
れ
ら
を
き
ら
う
の
は
、
べ
つ
に
生
理
や
消
化
酵
素

が
ち
が
う
か
ら
で
も
な
い
。
宗
教
や
習
慣
、
つ
ま
り
精
神
文
化
を
異
に
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
精
神
文
化
的
条

件
は
生
理
的
条
件
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
た
と
え
ば
、
私
た
ち
が
知
ら
ず
に
蛇
の
肉
を
食
し
て
も
、
ご
く
ふ
つ
う
に
消
化
し
て
し
ま
う
は

ず
で
あ
る
が
、
知
っ
た
途
端
に
嘔
吐
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
段
階
で
は
、
も
は
や
食
は
生
物
学
的
・
本
能
的
な
個
体
維
持
に
と
ど
ま
ら
ず
、

質
的
に
転
化
し
て
し
ま
っ
て
好
み
の
充
足
と
満
足
感
が
目
的
で
さ
え
あ
る
。

　
性
に
つ
い
て
も
、
種
族
の
保
存
と
維
持
と
い
う
生
物
学
的
な
初
期
の
匿
的
は
内
包
し
な
が
ら
も
、
大
き
く
質
的
に
変
っ
て
し
ま
っ
た
。

男
女
の
出
会
い
が
、
そ
の
ま
ま
性
器
的
結
合
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
成
人
式
や
婚
約
や
結
婚
な
ど
の
儀
式
を
経
て
、
出
産
や
育
児

が
あ
り
、
そ
こ
に
は
愛
と
か
信
頼
と
か
社
会
的
独
立
性
そ
の
他
の
精
神
的
な
も
の
が
、
縦
糸
の
よ
う
に
貫
い
て
お
り
、
形
紙
上
的
レ
ベ
ル
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へ
の
昇
華
が
み
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
人
類
は
も
は
や
、
生
々
し
く
赤
裸
々
な
本
能
丸
出
し
の
動
物
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
性
に
も
食
と
同
じ
よ
う
に
、
好
み
の
充
足
と
か
満
足
感
と
い
っ
た
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
の
報
酬
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
性
に
ま
つ
わ
る
行
動
は
先
天
的
に
決
定
さ
れ
た
機
械
的
で
融
通
の
き
か
な
い
も
の
で
は
な
く
、
性
を
享
楽
だ
け
で
受
け
と
め
る
か
、

芸
術
や
文
学
や
宗
教
へ
の
昇
華
を
求
め
る
か
、
そ
の
選
択
は
自
由
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
、
選
択
の
た
め
の
行
為
基
準
つ
ま
り
価

値
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
よ
り
自
由
度
の
少
い
犬
と
か
猫
で
は
、
そ
の
分
だ
け
行
動
は
先
天
的
・
機
械
的
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、

犬
や
猫
は
、
犬
や
猫
以
上
に
行
動
で
き
な
い
し
、
ま
た
犬
や
猫
以
下
に
も
行
動
で
き
な
い
。
し
か
し
、
選
択
の
自
由
性
を
獲
得
し
た
人
類

で
は
、
神
に
近
い
行
動
は
も
と
よ
り
、
犬
や
猫
以
下
の
行
動
を
と
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
人
類
の
裏
側
に
み
ら
れ
る
愚
行

の
歴
史
は
、
こ
の
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　
こ
れ
ら
の
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
人
類
は
も
は
や
純
粋
の
動
物
で
は
な
く
て
、
自
然
界
に
お
い
て
独
特
の
地
位
を
占
め
て
い
る
。
だ

か
ら
、
動
物
の
し
ぐ
さ
や
生
き
方
を
人
に
な
ぞ
ら
え
、
擬
人
化
し
て
解
釈
す
る
の
は
正
し
く
な
い
。
し
か
し
、
サ
ル
た
ち
が
な
わ
ば
り
や

順
位
を
め
ぐ
っ
て
争
う
世
界
に
、
人
間
の
す
が
た
を
投
影
し
、
あ
て
は
め
て
み
る
の
が
擬
人
化
の
誤
ま
り
な
ら
ば
、
人
聞
の
行
動
や
生
活

の
な
か
に
サ
ル
を
見
て
、
人
間
を
毒
心
化
し
て
「
裸
の
サ
ル
」
と
し
て
扱
う
の
も
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
サ
ル
が
毛
の
生
え
た
人
間
で
は

あ
り
得
ぬ
よ
う
に
、
人
間
も
毛
の
な
い
裸
の
サ
ル
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
人
間
は
生
ま
れ
落
ち
た
瞬
間
か
ら
、
す
で
に
そ
の
集
団
や
社
会
の
も
つ
文
化
や
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ン
の
網
で
す
く
い
上
げ
ら
れ
、
学
習
に

よ
っ
て
自
分
の
行
動
の
仕
方
を
身
に
つ
け
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
人
間
の
行
動
に
は
狐
疑
逡
巡
が
つ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
行
動
に
は
か

が
り
火
に
一
直
線
に
突
入
す
る
、
あ
の
夏
の
夜
の
虫
の
よ
う
な
見
事
さ
や
明
快
さ
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
人
間
は
た
し

か
に
「
本
能
が
欠
如
し
た
欠
陥
動
物
」
で
あ
り
、
「
い
ま
だ
確
立
せ
ざ
る
動
物
」
と
断
定
す
る
哲
学
者
た
ち
の
指
摘
は
、
そ
の
通
り
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
こ
そ
、
自
然
条
件
へ
の
従
属
的
・
機
械
的
・
盲
目
的
反
応
か
ら
脱
し
て
、
不
完
全
な
が
ら
も
、
み
ず
か
ら
行
動
を

選
択
し
、
決
定
す
る
行
動
的
自
由
を
獲
得
し
た
代
償
で
あ
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
行
動
の
選
択
基
準
と
し
て
、
終
着
駅
の
な

　
　
　
　
人
類
は
な
ぜ
人
類
な
の
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
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い
線
路
の
上
を
走
る
列
車
に
似
て
、
価
値
や
理
想
を
求
め
る
道
を
歩
み
始
め
た
未
完
の
人
類
の
姿
が
、
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

七
自
己
家
畜
化

　
生
物
は
す
べ
て
進
化
す
る
。
し
か
し
そ
の
速
度
は
生
物
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
比
べ
て
み
る
と
、
人
類
は
異
例
の
ス
ピ

ー
ド
で
進
化
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
人
類
が
類
人
猿
と
し
て
過
し
た
時
代
を
約
二
千
五
百
万
年
置
と
す
る
と
、
そ
の
最
後
の
十
分
の

一
の
時
期
に
直
立
二
足
歩
行
が
出
現
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
脳
が
急
に
大
き
く
な
り
、
逆
に
野
獣
的
な
印
象
を
与
え
る
あ
ご
や
犬
歯
は
、
す

っ
か
り
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
せ
い
ぜ
い
六
百
立
方
セ
ン
チ
ほ
ど
の
小
さ
な
脳
を
も
っ
た
猿
人
た
ち
か
ら
、
原
人
類
で
は
九
百
～
千
二
百
立
方
セ
ン
チ
、
旧
人
類
や
新

人
類
で
は
千
四
百
五
十
立
方
セ
ン
チ
と
、
た
っ
た
二
百
万
年
く
ら
い
の
問
に
、
脳
の
大
き
さ
は
倍
以
上
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
生

物
の
進
化
速
度
と
し
て
は
異
例
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
脳
の
増
加
曲
線
が
、
文
化
遣
物
に
象
徴
さ
れ
る
・
人
類
の
技
術
や
文
化
能
力
や

精
神
活
動
の
高
さ
と
、
み
ご
と
に
平
行
し
て
い
る
か
ら
興
味
深
い
。

　
脳
の
「
異
例
の
進
化
速
度
」
と
「
文
化
の
発
達
と
の
平
行
関
係
」
と
い
う
、
こ
の
二
つ
の
事
実
は
重
要
な
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま

ず
、
ど
の
動
物
を
み
て
も
、
よ
り
う
ま
く
生
き
延
び
る
べ
く
、
自
然
の
条
件
に
合
わ
せ
て
、
自
分
の
体
の
形
や
構
造
を
改
造
・
変
化
さ
せ

て
き
た
。
た
と
え
ば
、
肉
食
獣
は
、
獲
物
に
音
も
な
く
接
近
し
、
瞬
発
力
を
利
用
し
て
襲
い
か
か
り
、
一
撃
で
獲
物
を
た
お
す
べ
く
足
の

構
造
を
変
え
、
鋭
い
か
ぎ
爪
や
牙
を
装
備
し
た
。
一
方
草
食
獣
は
、
逃
げ
足
の
速
度
を
あ
げ
、
持
続
性
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
四
肢
の
懸

造
を
根
本
的
に
改
造
し
な
が
ら
、
指
の
数
を
減
ら
し
、
爪
は
ひ
づ
め
に
変
え
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
の
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
般
の
哺
乳
類
や
霊
長
類
で
は
、
自
分
自
身
の
体
や
空
理
の
基
本
構
造
を
、
あ
る
限
ら
れ
た
生
活
条
件

に
適
応
す
べ
く
、
破
壊
し
て
ま
で
改
造
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
現
象
を
特
殊
化
亀
・
℃
9
芭
剛
N
註
魯
と
よ
ぶ
。
特
殊
化
は
生

物
が
あ
る
特
定
の
生
活
環
境
に
生
き
る
限
り
、
き
わ
め
て
好
都
合
だ
が
、
そ
の
環
境
が
変
化
す
る
と
、
適
応
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
多
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そ
れ
に
比
べ
て
人
類
は
ど
う
だ
ろ
う
。
直
立
二
足
歩
行
と
い
う
特
殊
で
無
理
な
姿
勢
と
運
動
様
式
に
適
合
す
べ
く
、
本
来
は
把
握
性
の

足
の
構
造
は
す
っ
か
り
壊
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
特
殊
化
で
あ
る
。
そ
の
際
、
血
管
系
や
骨
格
系
や
神
経
系
器
官
な
ど
は
、

四
足
動
物
時
代
の
構
造
か
ら
、
さ
ほ
ど
改
良
さ
れ
な
い
ま
ま
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
そ
の
不
釣
合
い
が
原
因
で
生
ず
る
障
害
や
病

気
も
多
い
。
生
物
と
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
は
ず
の
出
産
で
す
ら
、
直
立
し
た
た
め
に
無
理
な
負
担
が
か
か
り
、
そ
の
上
、
生
物
界
で
は

異
例
の
大
頭
赤
ん
坊
を
産
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
、
難
産
が
宿
命
づ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
し
か
し
、
歩
行
か
ら
解
放
さ
れ
た
上
肢
や
手
が
、
つ
ま
り
直
立
二
足
歩
行
が
、
人
類
の
生
活
様
式
の
多
様
性
と
内
容
の
豊
富
さ
を
生
み

出
す
原
動
力
に
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
事
実
に
目
を
向
け
る
と
、
直
立
二
足
歩
行
は
特
殊
化
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
ほ
か

の
動
物
の
例
と
は
逆
に
、
生
存
条
件
を
狭
め
る
ど
こ
ろ
か
、
い
ち
じ
る
し
く
拡
大
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
差
引
き
勘
定
の
上

で
は
、
十
分
採
算
が
と
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
基
本
構
造
の
破
壊
を
伴
っ
た
進
化
的
変
化
つ
ま
り
特
殊
化
は
、
人
類
で
は
直
立
二
足
歩
行
に
と
ど
ま
る
。
異

例
の
脳
増
大
に
は
基
本
構
造
の
破
壊
が
み
ら
れ
ず
、
脳
本
来
の
機
能
を
さ
ら
に
向
上
さ
せ
る
た
め
の
、
い
わ
ば
改
良
と
増
築
だ
け
が
生
じ

た
。
爬
虫
類
的
脳
（
R
複
合
体
）
の
上
に
哺
乳
類
的
脳
（
大
脳
辺
縁
系
）
が
加
わ
り
、
そ
れ
に
人
類
的
皮
（
新
皮
質
）
が
と
り
囲
ん
で
三
位

一
体
化
し
た
の
が
人
類
の
脳
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
機
能
の
限
局
化
・
特
殊
化
を
遂
げ
た
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
人
類
は
直
立
二
足
歩

行
を
土
台
と
し
て
大
脳
皮
質
増
大
の
路
線
に
沿
っ
て
、
向
上
進
化
（
・
轟
く
幾
。
静
》
g
『
q
窪
鼠
。
。
）
し
て
き
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。

　
こ
の
事
実
と
関
連
し
て
、
人
類
は
た
と
え
ば
打
つ
に
は
ハ
ン
マ
ー
、
裂
く
に
は
刃
物
、
突
く
に
は
錐
と
い
っ
た
具
合
に
、
手
の
延
長
で

あ
る
道
具
の
形
や
構
造
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
接
自
分
の
体
に
変
化
（
特
殊
化
）
が
及
ぶ
こ
と
を
避
け
て
き
た
。
だ
か
ら
、

霊
長
類
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
基
本
的
で
原
始
的
な
体
の
構
造
を
保
持
す
る
よ
う
に
向
上
進
化
し
て
き
た
も
の
、
そ
れ
が
人
類
で
あ
る

と
い
う
こ
と
さ
え
で
き
る
。

　
　
　
　
人
類
は
な
ぜ
人
類
な
の
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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人
類
の
有
す
る
こ
の
よ
う
な
特
賞
、
つ
ま
り
は
技
術
や
道
具
な
ど
の
物
質
的
文
化
の
お
か
げ
で
、
近
縁
の
す
べ
て
の
類
人
猿
が
、
恒
常

的
な
気
温
低
下
と
と
も
に
赤
道
近
辺
に
封
じ
込
め
ら
れ
、
衰
退
・
絶
滅
へ
と
転
落
し
て
い
く
さ
ま
を
傍
目
に
み
て
、
ひ
と
り
人
類
だ
け
が
、

絶
滅
の
危
機
を
く
ぐ
り
抜
け
、
逆
に
繁
栄
へ
の
途
を
ま
っ
し
ぐ
ら
に
進
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
結
構
ず
く
め
の
話
ぽ
か
り
で
は
な
い
。
文
化
や
技
術
は
、
人
類
の
体
自
体
に
変
化
が
及
ぶ
こ
と
を
斥
け
て
は
き
た
が
、
つ
い

に
は
、
体
や
心
の
進
化
が
停
滞
し
た
ま
ま
、
技
術
や
物
質
文
化
の
進
化
が
先
行
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
主
客
が
逆
転
し
て
人
類
の

自
己
疎
外
化
が
顕
在
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
わ
か
り
や
す
い
例
と
し
て
、
家
畜
の
ブ
タ
と
野
生
の
イ
ノ
シ
シ
に
つ
い
て
比
べ
て
み
よ
う
。
両
者
は
生
物
学
的
に
は
同
種
で
あ
る
。
つ

ま
り
外
観
が
イ
ヌ
と
ネ
コ
ほ
ど
に
異
っ
て
い
て
も
、
子
供
（
汐
）
も
生
ま
れ
る
し
、
そ
の
子
供
が
性
的
不
能
に
な
る
こ
と
な
く
、
孫
（
謹
）

を
生
む
こ
と
も
で
き
る
。
で
は
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
差
異
を
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ブ
タ
で
は
、
食
う
こ
と
も
気
候
の
変
化
も
外
敵
の
防
御
も
、
交
尾
や
出
産
や
育
児
も
、
す
べ
て
人
間
の
手
に
よ
り
制
御
さ
れ
、
管
理
さ

れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
生
物
に
と
っ
て
は
基
本
的
な
生
存
条
件
で
あ
っ
て
、
野
生
の
イ
ノ
シ
シ
の
場
合
に
は
、
み

ず
か
ら
命
が
け
で
処
理
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
、
ブ
タ
で
は
脳
や
中
継
神
経
系
は
低
質
化
す
る
し
、
感
覚
や
行
動
は
鈍
に
な
り
、
攻
撃
性
は
弱
ま
り
、
牙
は
退
化
し
、
頭
部

ぶ
変
形
す
る
な
ど
、
ほ
ん
の
数
世
代
で
形
態
・
生
理
・
心
理
そ
の
ほ
か
体
の
す
み
ず
み
に
ま
で
変
化
が
及
ん
で
し
ま
っ
た
。
人
工
条
件
下

で
飼
育
し
た
結
果
生
ず
る
、
こ
の
よ
う
な
変
化
や
現
象
は
「
家
畜
化
」
（
鉱
◎
日
0
6
0
一
一
〇
P
一
一
〇
諺
）
、
と
よ
ば
れ
、
金
魚
か
ら
人
類
ま
で
共
通
す
る

も
の
が
あ
る
。

　
で
は
人
類
の
場
合
、
実
情
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
人
類
は
進
化
の
過
程
で
、
自
然
環
境
を
技
術
的
に
制
御
・
改
良
し
、
火
を
発
見
・
利

用
し
て
、
飛
躍
的
に
人
工
的
・
文
化
的
環
境
を
築
き
上
げ
、
そ
の
な
か
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
環
境
が
単
純
化
す
る
他
の
家
畜
と



905

は
逆
に
、
複
雑
化
す
る
文
化
的
生
活
条
件
の
た
め
に
、
脳
の
低
質
化
こ
そ
避
け
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
体
毛
や
皮
膚
・
目
・
毛
髪
の
色
や

形
そ
の
他
の
形
質
の
変
異
性
が
大
き
く
、
皮
下
脂
肪
が
増
え
、
頭
骨
の
形
ま
で
が
変
化
す
る
な
ど
、
家
畜
と
共
通
す
る
現
象
が
多
い
。

　
つ
ま
り
、
人
類
も
り
っ
ぱ
な
家
畜
の
一
種
で
あ
り
、
進
化
の
異
例
の
速
さ
も
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ぼ
う
な
ず
け
る
。
逆
説
的
に
い

え
ば
、
「
人
類
が
文
化
を
創
造
し
た
の
で
は
な
く
て
、
文
化
が
人
類
を
創
り
出
し
た
」
（
国
漆
。
訂
8
鼻
い
お
。
。
劇
）
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
も
し
、

原
人
類
が
技
術
・
文
化
を
発
達
さ
せ
な
か
っ
た
な
ら
、
人
問
は
今
も
な
お
原
人
の
顔
か
た
ち
や
体
つ
き
を
し
て
、
山
野
を
駆
け
め
ぐ
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
家
畜
の
場
合
に
は
、
病
気
に
強
く
す
る
と
か
、
皮
下
脂
肪
を
調
節
す
る
と
か
、
多
産
や
良
質
の
乳
量
の
増
加
を
図
る
と
か
、

そ
の
他
つ
ね
に
明
白
な
育
種
目
標
・
経
済
目
標
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
議
官
に
向
っ
て
、
野
生
原
種
に
人
為
的
操
作
を
加
え
て
得
ら
れ
た
の

が
家
蕾
な
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
人
類
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
生
存
の
危
機
が
訪
れ
る
た
び
に
、
そ
れ
に
対
処
す
べ
く
技
術
・
文
化
を
発
達
さ
せ
、
直

接
的
で
苛
酷
な
自
然
条
件
を
、
調
帳
・
改
良
す
る
こ
と
に
よ
り
間
接
化
さ
せ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
築
き
上
げ
た
人
工
的
環
境
条
件
下
で
生

活
を
営
ん
で
き
た
。
し
か
も
そ
の
お
か
げ
で
、
衰
退
し
て
い
く
近
縁
の
類
人
猿
グ
ル
ー
プ
を
横
に
見
て
、
ひ
と
り
繁
栄
の
道
を
歩
ん
で

き
た
の
が
人
類
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ぽ
、
た
し
か
に
技
術
や
文
化
が
人
類
の
危
機
を
救
済
し
、
生
活
を
充
実
さ
せ
豊
か
に
し

て
き
た
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
先
、
限
り
な
く
生
活
環
境
が
人
工
化
し
て
い
く
流
れ
の
な
か
で
、
家
畜
の
経
済

目
標
に
相
当
す
る
人
類
の
生
存
目
標
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
生
存
す
る
こ
と
自
体
が
目
標
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
向
上
的
（
ゆ
一
？

く
豊
く
Φ
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
生
物
進
化
の
法
則
と
し
て
、
繁
栄
を
極
め
た
生
物
ほ
ど
自
己
崩
壊
の
危
険
を
内
蔵
し
て

い
る
わ
け
で
、
人
類
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
類
を
危
機
に
追
い
込
む
の
は
、
他
の
競
合
生
物
で
は
な
く
、
人
類
自
身

だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
人
類
が
み
ず
か
ら
の
た
め
に
、
み
ず
か
ら
創
り
出
し
た
技
術
や
物
質
文
化
が
、
あ
た
か
も
生
命
を
吹
き
込
ま
れ
た
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ェ
タ

　
　
　
　
人
類
は
な
ぜ
人
類
な
の
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
五
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哲
学
研
究
　
　
第
五
百
四
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

イ
ン
の
怪
人
の
ご
と
く
、
自
己
の
意
志
に
従
っ
て
動
き
始
め
た
。
そ
し
て
現
在
で
は
、
そ
れ
ら
は
巨
大
な
利
潤
追
求
型
産
業
や
消
費
文
化

と
化
し
、
生
活
の
充
実
ど
こ
ろ
か
、
人
々
の
物
的
欲
望
を
際
限
な
く
か
き
立
て
、
現
代
人
の
心
は
満
た
さ
る
べ
く
も
な
い
欲
求
不
満
に
さ

い
な
ま
れ
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
向
上
的
生
存
目
標
の
な
い
ま
ま
、
人
類
は
産
業
論
理
の
急
流
の
な
か
に
身
を
投
じ
た
恰
好
に
な

っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
生
活
内
容
の
激
変
に
比
べ
れ
ば
、
十
万
年
こ
の
方
、
人
類
に
は
身
体
的
・
惰
緒
的
に
な
ん
ら
本
質
的
な
変
化
が
生
じ
て
い

な
い
。
旧
人
類
ネ
ア
ソ
デ
ル
タ
ー
ル
人
と
現
代
人
は
、
生
物
学
的
・
解
剖
学
的
に
は
同
一
種
で
あ
っ
て
、
せ
い
ぜ
い
亜
種
レ
ベ
ル
の
違
い

を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
喜
怒
哀
楽
の
情
緒
や
宗
教
的
・
精
神
的
能
力
も
ほ
と
ん
ど
現
代
人
と
異
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼

ら
の
ム
ス
テ
リ
ア
ソ
文
化
の
生
活
と
、
現
代
の
超
産
業
化
社
会
の
生
活
と
で
は
、
水
中
生
活
と
陸
上
生
活
ほ
ど
の
質
的
な
違
い
が
あ
る
。

脱
野
生
化
と
か
豊
か
な
生
活
と
い
え
ぽ
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
が
、
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
生
活
環
境
の
人
工
化
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で

あ
り
、
人
類
も
生
物
の
一
種
で
あ
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
環
境
の
激
変
に
対
し
て
は
適
応
能
力
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
悟
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
十
万
年
前
の
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
！
ル
人
と
さ
ほ
ど
違
わ
ぬ
身
体
と
情
緒
を
以
て
、
純
人
工
的
環
境
に
近
い
超
過
密
の
近
代
都
市
に
生
活

す
る
現
代
人
の
あ
い
だ
で
は
、
暴
力
・
非
行
・
自
殺
・
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
そ
の
他
の
、
い
う
な
れ
ぽ
産
業
化
社
会
拒
否
症
候
群
が
、
い
ち
じ
る

し
く
増
加
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
、
人
類
の
悲
鳴
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
人
類
が
、
今
後
ま
す
ま
す
急
加
速
度
で
人
工
化
す
る
生
活
の
変
化
の
流
れ
の
な
か
で
、
ど
れ
ほ
ど
耐
え
る
こ
と
が
で
き
、
ど
ち
ら

に
向
い
て
進
化
す
る
の
か
、
そ
の
予
測
は
や
や
も
す
れ
ぽ
悲
観
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
さ
に
、
「
人
類
に
と
っ
て
入
類
が
オ
オ
カ

ミ
」
で
あ
り
、
生
存
と
種
の
維
持
に
と
っ
て
、
自
己
矛
盾
的
な
、
内
部
崩
壊
の
最
大
の
危
機
要
因
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
人
類
の
苦
境
か
ら
脱
出
し
得
る
方
策
と
し
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
あ
ま
り
に
も
肥
大
化
し
た
物
質
文
化
と
調
和
し
得
る
よ
う
な
精

神
文
化
の
発
達
、
つ
ま
り
物
質
文
化
か
ら
の
脱
皮
と
人
間
精
神
の
復
活
に
期
待
す
る
し
か
な
い
と
思
わ
れ
て
仕
方
が
な
い
の
で
あ
る
。
（
了
）
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN
　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

TゐeOZ‘孟伽8げsuch　an　a7”t・icleαS　aPPealns勿more　than　one　llUlnろerげthis

magazine　is　to　be　given　together　with　the　last　instalmeizt　of　the　article．

Consideration　oガ‘What　is　ma壷nd？”　M：an，　the　incompleted

　o訟e；from　the　viewpoint　of　physical　anthropology．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灸yAkiyoshi　Ehara

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor　of　Systematics　and　Phylogeny，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Primate　Research　Institute，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　KyOtO　UniVerSity

I．Piincipal　su～吻オげPhorsical　anthプ・P・1・9ツ

　　Men，　wherever　they　were，　have　always　asked　themselves“What　are

we～”This　question　has　always　been　found　in　tribal　beliefs，　folklore，

τel圭gion，　philosophy，　literature　and　finaily　fou豆d　its　way　to　science．

This　universal　tendency　of田ankind　emerged　origiユa11y　from　the　pro－

found　psychological　base　of　adaptive　strategy　to量ntensify　the　sen雛江1ent

of　the　same　b玉ood　ties．

II．伽・thetical　essay・n　the　linfling　between　man　ana　the　n・n・human

　　　　　　　　の　　　　　Prtmates

　　Physical　a蕪thropology‘‘evolved”i且the　1950’s．　This‘‘evolution”accom．

panie己the　deve王oplne且t　of　Anthropology　as　we玉l　as　the　developmeRt　of

Biology．　This‡endency　promoted　the　emergence　of　a　new　sc至ence，

Pr玉matology；　it　also　made圭t　possible　to　deter皿ine　the　l〕oundary　area

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



between　organic　（bio！ogical）　and　superorganic　（cultural）　dimensions．

　　III．　Theτσ‘り’げlifeげ．　AustraloPitゐeCUS　grOtipsゐα5θ4・η伽7－e・0π・

　　　　　　struction　of　theii’　living　sites

When　mankind　emerged，　men　aiready　possessed　important　attributes

such　as　fathership　or　family，　the　ability　for　・making　tools，　and　！anguage．

These　attributes　are　mutually　related　and　are　usually　usea　to　recognize

the　beginnings　of　humanity．　Mankind　leaped　from　“instinct　behavior”

which　is　to　react　passively　and　mechanically　to　environmental　stimuli

to　behavior　determined　by　past　experiences　through　sociaHearning．　ln

order　to　do　this，　man　had　to　always　establish　the　standard　（criterion）

on　how　to　behave．　This　criterion　may　not　be　always　absolute　and

endless　to　establish．　This　is　a　compensation　for　acquiring　liberty　irom’

naturei　The　incomp｝eteness　of　human　acts　are　based　on　this　point．

　　IV．　Pri7uary　motive　for　hominixation

　　It　is　certain　that　bipedalism　is　the　most　important　attribute　of　the

Hominidae．　But　adaptive　change　e皿erged　earlier　than　that．　There　are

many　fossils　which　show　signs　that　they　were　on　the　road　to　bipedalism．

Therefore，　bipedalism　is　one　motive　for　hominization．　The　hypothesis　of

bipedalism　was　examined　in　comparison　with　the　tool－using　Hominidae・

　　V．　Relation　betxveen　nurn　and　cztlture

　　Human　activities　such　as　lifestyles　or　social　behaviors　which　were

origina！ly　biological　changed　qualitatively　by　being　in　contact　with

culture．

　　VI．　Self　domestication

　　Morphological，　physiological，　and　ethological　characteristics　of　man

were　possibly　shaped　through　evolution　by　1iving　under　the　artificial

environment　produced　by　human　cultural　activities．　lt　may　be　theught

that　this　phenornenon　is　similar　to　animals　who　later　became　domesticated．
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Therefore．　we　call　this　phenomenon　“self－domestication”．　ln　another

aspect，　culture　（especially　material　culture）　has　estranged　man．
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　　Hurnan　being　has　a　strong　tendency　to　look　for　the　‘Prototype’．　The

search　for　the　Prototype　has　been　the　source　of　biological　studies　also，

　　It　is　certain　that　this　tendency　derives　from　our　皿ethod　of　recogni－

tion　by　comparison．　When　resemblance　and　difference　are　recognized

among　objects，　we　are　tempted　to　suppose　a　common　ancestra1　type　of

those　objects．　This　ancestral　type　is　perceived　as　the　Prototype．

　　Wolfgang　von　Goethe，　who　proposed　the　concept　of　Typus　or　Urty－

pus，　appears　to　have　believed　in　real　existence　of　Protoplant　（Urpflanze）．

Later，　however，　he　renounced　this　idea　and　realized　that　the　Urpflanze

was　only　a　concep加al　Idealtypus．　But　in　the　field　of　biology　the　search

for　really　existing　prototype　has　been　continued，　according　to　the　con－

cept　of　homology．

　　The　concept　of　homology　and　phyletic　evolution　leads　directly　to　the

idea　of　Prototype．　But　in　the　comparative　morphology　which　repre3－ents

the　most　typical　comparative　way　of　biology，　the　Prototype　proposed　by

a　researcher　often　differs　from　that　proposed　by　another．　This　denies

the　absoluteness　usually　attributed　to　the　Prototype．
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