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今
西
錦
司
（
一
九
〇
二
―
一
九
九
二
）
を
単
に
生
物
学
者
と
の
み
呼
ぶ
の
は
適
切
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
生
物
学
プ
ロ
パ
ー
に
数
え
ら
れ
る
業
績
だ
け
を
見
て
も
、
水
生

昆
虫
カ
ゲ
ロ
ウ
の
分
類
・
生
態
の
研
究
と
、
そ
れ
を
通
じ
て
の
い
わ
ゆ
る
棲
み
わ
け

現
象
の
発
見
に
始
ま
り
、
森
林
の
垂
直
分
布
な
ど
広
く
植
物
界
を
も
包
括
し
た
「
棲

み
わ
け
」
の
理
論
化
、
野
生
馬
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
、
ゴ
リ
ラ
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
ら
の
群

れ
の
社
会
行
動
、
と
り
わ
け
有
名
な
イ
モ
洗
い
な
ど
彼
ら
の
「
文
化
」
を
め
ぐ
る
考

察
、
さ
ら
に
晩
年
の
反
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
な
独
自
の
進
化
論
と
、
生
涯
に
手
が
け
た
研

究
分
野
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
（
既
存
の
分
野
を
「
手
が
け
た
」
と
い
う
よ
り
も
、
新

し
く
開
拓
し
た
と
い
う
方
が
適
切
な
場
合
が
少
な
く
な
い
。特
に
今
西
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
グ

ル
ー
プ
が
日
本
の
霊
長
類
学
を
創
始
し
た
こ
と
は
、
不
滅
の
功
績
と
評
価
さ
れ
て
い
る
）。
の

み
な
ら
ず
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
遊
牧
民
研
究
を
は
じ
め
と
す
る
文
化
人
類
学
者
で
も

あ
り
、
ま
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
頂
を
は
じ
め
登
山
家
・
探
検
家
と
し
て
の
実
践
も
、
生
涯

を
通
じ
て
続
け
た
。

こ
れ
ら
広
範
囲
に
及
ぶ
活
動
が
、
決
し
て
器
用
貧
乏
的
な
、
散
漫
な
も
の
に
な
っ

て
お
ら
ず
、
常
に
自
然
を
全
体
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
姿
勢
で
貫
か
れ
て
い
た
こ

と
は
、現
代
の
細
分
化
し
た
実
証
科
学
と
は
対
極
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。「
物
理
学
者

が
物
質
を
通
じ
て
、
自
然
観
・
世
界
観
を
論
ず
る
と
き
、
生
物
学
者
は
生
物
を
通
じ

て
、
も
っ
と
積
極
的
に
、
か
れ
の
自
然
観
・
世
界
観
を
展
開
す
べ
き
で
な
か
ろ
う
か①
」

と
、
常
に
「
自
然
観
・
世
界
観
」
の
確
立
を
意
識
し
て
い
た
今
西
の
学
問
的
ス
タ
ン

ス
は
、
後
年
み
ず
か
ら
「
自
然
学
」
と
名
づ
け
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
そ
れ
は
、
ダ
ー

ウ
ィ
ン
的
な
正
統
派
進
化
論
に
対
す
る
対
決
姿
勢
の
せ
い
も
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
専

門
科
学
者
に
は
支
持
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
そ
れ
は
哲
学
、
す
な
わ
ち

自
然
哲
学
で
あ
る
。
た
だ
し
、抽
象
的
思
弁
に
陥
る
こ
と
な
く
、ど
こ
ま
で
も
フ
ィ
ー

ル
ド
・
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
身
体
的
実
感
に
裏
づ
け
さ
れ
た
哲
学
で
あ
り
、

既
存
の
意
味
の
科
学
で
も
哲
学
で
も
な
い
、
ま
さ
に
「
自
然
学
」
と
し
か
呼
び
よ
う

が
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

自
然
科
学
が
人
文
学
と
分
断
さ
れ
、
ひ
い
て
は
知
が
人
間
か
ら
分
断
さ
れ
る
「
学

問
の
危
機
」
の
現
代
に
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
今
西
の
最
初
の
生
物
学
書

に
し
て
後
年
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
も
含
む
原
点
で
あ
る
『
生
物
の
世
界
』（
一
九
四
一
年
）

を
中
心
に
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
今
西
自
然
学
の
意
味
す
る
も
の
を
探
っ
て

み
た
い
。

一　

In
-der-W

elt-sein

と
し
て
の
生
物

　

―
「
相
似
と
相
異
」「
構
造
に
つ
い
て
」「
環
境
に
つ
い
て
」
―

『
生
物
の
世
界
』
は
「
相
似
と
相
異
」「
構
造
に
つ
い
て
」「
環
境
に
つ
い
て
」「
社

会
に
つ
い
て
」「
歴
史
に
つ
い
て
」
の
五
章
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
著
者
の
序
文
に
よ
れ

ば
、
本
書
の
中
心
は
第
四
章
の
社
会
論
に
あ
り
、
次
い
で
そ
の
延
長
と
し
て
書
か
れ

『
生
物
の
世
界
』
を
読
む

―
自
然
哲
学
と
し
て
の
今
西
自
然
学

―

福　

井　

雅　

美



一
八
五

『
生
物
の
世
界
』
を
読
む

1039

た
第
五
章
に
あ
る
。
そ
れ
ら
を
導
く
た
め
の
準
備
と
し
て
前
半
の
三
章
が
置
か
れ
て

い
る
。

全
体
の
導
入
で
あ
る
第
一
章
「
相
似
と
相
異
」
の
冒
頭
で
、
今
西
は
さ
っ
そ
く
彼

の
「
世
界
観
」
の
一
端
を
表
明
す
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
世
界
は
じ
つ
に
い
ろ
い
ろ
な
も

の
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
な
も
の
か
ら
な
る
一
つ
の
寄
り
合
い
世
帯
と

考
え
て
も
よ
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
寄
り
合
い
世
帯
の
成
員
と
い
う
の
が
、
で
た
ら
め

な
得
手
勝
手
な
烏
合
の
衆
で
な
く
て
、
こ
の
寄
り
合
い
世
帯
を
構
成
し
、
そ
れ
を
維

持
し
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
行
く
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ち
ゃ
ん
と
し
た
地
位
を
占
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
任
務
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
の
が
、
そ
も
そ
も
私
の

世
界
観
に
一
つ
の
根
底
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い②
。」こ
の
世
界
が
無
秩
序
な
混

沌
で
は
な
く
、一
定
の
構
造
を
持
ち
一
定
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
「
い
ろ
い
ろ
な
も
の
」
が
、
互
い
の
間
を
何
ら
か
の
関

係
で
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

今
西
は
世
界
を
船
、
世
界
を
構
成
す
る
「
い
ろ
い
ろ
な
も
の
」
を
船
客
に
た
と
え

る
。
こ
の
世
界
と
い
う
船
の
船
客
は
、
船
の
外
か
ら
ば
ら
ば
ら
に
乗
り
込
ん
で
き
た

わ
け
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
船
に
乗
っ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り

船
の
中
で
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
た
船
客
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
切

符
を
買
っ
て
乗
り
込
ん
で
き
た
か
の
よ
う
に
、
一
等
船
客
も
二
等
船
客
も
三
等
船
客

も
過
不
足
な
く
、
定
員
ど
お
り
に
乗
り
込
ん
で
い
る
の
は
、「
ち
ょ
っ
と
不
思
議
な
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
」。

空
想
的
な
た
と
え
は
さ
ら
に
続
く
。「
地
球
を
さ
き
ほ
ど
の
船
に
た
と
え
て
み
よ

う
。
す
る
と
地
球
と
い
う
一
大
豪
華
船
に
船
客
を
満
載
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
現

在
の
地
球
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
船
客
が
他
か
ら
乗
り
込
ん
で
き
た
の
で
な
い
の

と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
豪
華
船
の
建
造
に
要
し
た
材
料
も
ま
た
他
か
ら
持
ち
運
ん
で

き
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
地
球
が
太
陽
か
ら
分
離
し
て
、
そ
れ
が
太
陽
に
照

ら
さ
れ
な
が
ら
太
陽
の
周
囲
を
回
っ
て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ
自
身
が
い
つ
の
ま
に
か

乗
客
を
満
載
し
た
、今
日
み
る
よ
う
な
一
大
豪
華
船
と
な
っ
た③
」。
文
字
通
り
「
宇
宙

船
地
球
号④
」
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
先
取
り
し
た
た
と
え
で
あ
る
点
が
わ
れ
わ
れ
に
は
興

味
深
い
。
と
も
あ
れ
今
西
は
、
こ
う
し
た
地
球
の
変
化
を
一
種
の
生
長
な
い
し
発
展

と
し
て
と
ら
え
る
。
地
球
そ
の
も
の
の
生
長
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
あ
る
部
分
は
船

の
材
料
と
な
っ
て
船
を
造
り
、
残
り
の
部
分
は
船
客
と
な
っ
た
。
船
も
船
客
も
、
元

来
一
つ
の
も
の
か
ら
分
化
し
た
。
船
が
先
で
も
船
客
が
先
で
も
な
く
、
船
は
船
客
を

乗
せ
ん
が
た
め
に
船
と
な
り
、
船
客
は
船
に
乗
ら
ん
が
た
め
船
客
に
な
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
（
船
客
の
な
い
船
や
、
船
の
な
い
船
客
と
い
う
の
は
考
え
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に
）。

船
客
が
生
物
、
船
が
無
機
的
環
境
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
無
生
物
も
動
物

も
植
物
も
、元
を
た
ど
れ
ば
同
じ
一
つ
の
も
の
か
ら
分
化
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
り
、

根
本
関
係
で
つ
な
が
れ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
、
章
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
相
似
と
相
異
」
と
い
う
事
象
に
も
答
え
が

与
え
ら
れ
る
。
こ
の
世
界
に
は
「
い
ろ
い
ろ
な
も
の
」、つ
ま
り
多
様
に
異
な
っ
た
も

の
が
識
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
完
全
に
異
な
っ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
な
ら
、
も

は
や
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
す
ら
識
別
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
異
な
る
こ

と
は
、
似
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
て
初
め
て
意
味
を
持
つ
。「
い
ろ
い
ろ
な
も
の
」
は
、

互
い
に
孤
立
し
た
単
数
的
存
在
で
は
な
く
、
同
時
に
似
て
い
る
も
の
同
士
の
複
数
的

存
在
を
前
提
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ら
が
元
は
一
つ
の
も
の
か
ら
分
化
発
展
し

て
き
た
の
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
。
世
界
は
そ
の
生
成
発
展
の
過
程
に
お
い
て
、
互
い

に
何
ら
か
の
関
係
で
結
ば
れ
た
相
異
な
る
も
の
に
分
か
れ
て
い
っ
た
の
と
同
じ
く
、

互
い
に
何
ら
か
の
関
係
で
結
ば
れ
た
相
似
た
も
の
に
分
か
れ
て
い
っ
た
と
も
い
え

る
。
相
似
と
相
異
は
、一
つ
の
も
の
か
ら
分
か
れ
た
も
の
の
間
に
、元
々
か
ら
備
わ
っ

た
一
つ
の
関
係
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
相
似
や
相
異
を
、
い
ち
い
ち
比
較
考
量
や
判
断
を
は
さ
ま

ず
と
も
、
見
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
直
観
的
に
も
の
を
そ
の
関
係
に
お

い
て
把
握
し
て
い
る
。
も
の
の
相
似
や
相
異
が
わ
か
る
の
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
そ
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の
も
の
に
本
来
備
わ
っ
た
一
種
の
先
験
的
な
性
質⑤
」
で
あ
り
、そ
れ
は
「﹇
認
識
対
象

で
あ
る
﹈
も
の
の
生
成
と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
﹇
の
認
識
主
観
﹈
も
ま
た
生
成
し
て

い
っ
た⑥
」
こ
と
の
帰
結
で
あ
る
。
す
る
と
、
そ
う
し
た
世
界
を
認
識
す
る
と
い
う
性

質
は
、
わ
れ
わ
れ
の
み
な
ら
ず
他
の
生
物
す
べ
て
に
も
、
程
度
の
差
は
あ
れ
備
わ
っ

て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。「
猿
は
猿
の
世
界
を
持
ち
、ア
ミ
ー
バ
は
ア
ミ
ー
バ

の
世
界
を
持
ち
、
ま
た
植
物
は
植
物
の
世
界
を
持
つ
」
が
、
た
だ
し
「
猿
の
世
界
は

ア
ミ
ー
バ
や
植
物
の
世
界
よ
り
も
わ
れ
わ
れ
人
間
の
世
界
に
近
く
、
ま
た
そ
れ
ら
を

ひ
っ
く
る
め
た
生
物
の
世
界
の
ほ
う
が
、
無
生
物
の
世
界
よ
り
も
わ
れ
わ
れ
の
世
界

に
近
い
」。
類
縁
関
係
が
、
も
の
の
見
方
の
基
準
で
あ
り
、「
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
に
許

さ
れ
た
類
推
の
根
拠
が
あ
」る⑦
。

こ
こ
で
登
場
す
る
「
類
推
」
と
い
う
語
は
、
二
〇
〇
二
年
出
版
の
英
訳
に
お
い
て

「ou
r u

n
derstan

din
g, th

rou
gh

 ou
r resem

blan
ces, of th

e lives of oth
er 

th
in

gs

」と
か
な
り
長
い
語
句
に
訳
さ
れ
た
。
そ
の
箇
所
に
付
け
ら
れ
た
脚
注
で
も
、

「
類
推
」
は
「an

alogy

」
と
訳
さ
れ
る
の
が
通
例
だ
が
、
今
西
の
場
合
は
よ
り
広
い

意
味
を
含
み
、「an

 in
tu

itive logic abou
t sim

ilarity an
d differen

ce

」
な
い

し
「a degree of em

path
y w

ith
 oth

er livin
g th

in
gs

」
の
意
に
解
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る⑧
。
今
西
の
本
文
に
戻
れ
ば
、「
い
っ
た
い
わ
れ
わ
れ
は
類
推

と
い
え
ば
、
一
種
の
思
考
作
用
の
よ
う
に
ば
か
り
思
い
や
す
い
が
、
類
推
と
は
そ
の

本
質
に
お
い
て
、﹇
中
略
﹈
わ
れ
わ
れ
が
も
の
の
類
縁
関
係
を
認
識
し
た
こ
と
に
対
す

る
、
わ
れ
わ
れ
の
主
体
的
反
応
の
現
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い⑨
」。
そ
の
反
応
が
、
喜
び
、

驚
き
、
恐
れ
、
愛
憎
等
、
何
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
既
に
世
界
に
対
す
る
わ
れ
わ

れ
の
働
き
か
け
で
あ
る
。
し
か
も「
た
ん
な
る
わ
れ
わ
れ
の
働
き
か
け
で
は
な
く
て
、

わ
れ
わ
れ
へ
の
働
き
か
け
を
予
想
し
た
上
で
の
、
わ
れ
わ
れ
の
働
き
か
け
で
あ
る⑩
」。

こ
う
し
た
、人
間
と
他
の
生
物
と
の
主
体
的
な
働
き
か
け
あ
い
に
も
と
づ
く
「
類
推
」

を
合
理
的
な
形
で
行
っ
て
い
く
こ
と
が
、
科
学
と
し
て
の
生
物
学
の
課
題
で
あ
り
、

そ
れ
は
生
物
を

―
自
動
機
械
で
は
な
く

―
生
物
と
し
て
そ
の
正
当
な
立
場
に
お

い
て
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
と
第
一
章
「
相
似
と
相
異
」
は
し
め
く
く
る
。

第
一
章
の
紹
介
が
長
く
な
っ
た
が
、
要
す
る
に
こ
こ
で
は
「
一
つ
の
も
の
か
ら
の

分
化
発
展
」
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
後
年
み
ず
か
ら
「
若
い
と
き
に
西

田
哲
学
を
か
じ
り
、
そ
の
影
響
を
う
け
て
『
生
物
の
世
界
』
を
書
い
た⑪
」
と
認
め
る

よ
う
に
、
た
と
え
ば
『
善
の
研
究
』
の
次
の
よ
う
な
一
節
と
の
類
似
は
容
易
に
看
取

さ
れ
る
だ
ろ
う
。「
実
在
の
根
本
的
方
式
は
一
な
る
と
共
に
多
、
多
な
る
と
共
に
一
、

平
等
の
中
に
差
別
を
具
し
、
差
別
の
中
に
平
等
を
具
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の

二
方
面
は
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
一
つ
の
者
の
自
家
発

展
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
独
立
自
全
の
真
実
在
は
い
つ
で
も
こ
の
方
式
を
具
え
て

い
る
、
し
か
ら
ざ
る
者
は
皆
我
々
の
抽
象
的
概
念
で
あ
る⑫
。」

第
二
章
「
構
造
に
つ
い
て
」
は
、
心
身
二
元
論
あ
る
い
は
物
質
と
生
命
の
二
元
論

に
対
す
る
批
判
を
内
容
と
す
る
。
生
物
の
構
造
的
特
徴
は
、
細
胞
か
ら
な
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
生
物
の
体
を
構
成
す
る
無
数
の
細
胞
は
、
す
べ
て
も
と
一
個
の
細
胞

（
受
精
卵
）
か
ら
生
成
発
展
し
て
き
た
。
は
じ
め
か
ら
で
き
あ
が
っ
た
生
物
の
構
造
な

ど
と
い
う
も
の
は
な
く
、
生
物
の
構
造
と
は
、
生
成
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
生
長

す
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
生
き
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
生
物
の
体
や
構
造
は
、
生
き

た
生
物
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
死
物
と
し
て
の
身
体
に
「
な

に
も
の
か
」
が
宿
り
、
そ
の
「
な
に
も
の
か
」
が
働
い
て
初
め
て
こ
れ
を
生
か
し
て

い
る
と
い
う
よ
う
な
、
生
命
を
「
あ
と
か
ら
く
っ
つ
け
る
」
考
え
方
は
厳
し
く
し
り

ぞ
け
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
生
物
の
あ
り
方
を
今
西
は
「
構
造
が
す
な
わ
ち
機
能
で
あ
り
、
機
能
が

す
な
わ
ち
構
造
で
あ
る⑬
」
と
述
べ
た
り
、「
身
体
即
生
命
、
生
命
即
身
体
と
い
う
の
が

す
な
わ
ち
具
体
的
な
生
き
た
生
物
な
の
で
あ
る⑭
」
と
表
現
し
た
り
し
て
い
る
。
生
物

が
構
造
的
即
機
能
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、「
作
ら
れ
た
も
の
が
つ
ね
に
新
ら
し
い

も
の
を
作
っ
て
行
く
」

―
西
田
な
ら
ば
「
非
連
続
の
連
続
」
と
呼
ぶ
事
態

―
こ

と
に
よ
り
生
物
が
み
ず
か
ら
を
こ
の
世
界
に
持
続
す
る
新
陳
代
謝
の
活
動
に
現
れ
て
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い
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
世
界
が
「
空
間
的
即
時
間
的
」
で
あ
る
こ
と
を
反
映
し
て

い
る
。「
構
造
と
か
身
体
と
か
が
ま
ず
あ
っ
て
あ
と
か
ら
機
能
や
生
命
が
生
じ
た
り
与

え
ら
れ
た
り
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
空
間
が
さ
き
に
あ
っ
て
あ
と
か
ら
時
間
が
生

ず
る
と
考
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
生
命
と
身
体
と
を
別
々
に
み
る
考
え
方
は
、

時
間
と
空
間
と
を
別
々
な
も
の
と
考
え
る
の
に
等
し
い⑮
」。

さ
ら
に
生
長
が
構
造
的
即
機
能
的
現
象
で
あ
る
な
ら
ば
、
逆
に
死
ん
で
無
機
的
物

質
へ
と
解
体
し
て
い
く
場
合
も
ま
た
そ
う
で
あ
り
、
つ
ま
り
無
生
物
も
ま
た
構
造
的

即
機
能
的
存
在
で
は
な
い
か
、
と
今
西
は
現
代
物
理
学
の
物
質
観
を
も
参
照
し
つ
つ

考
察
す
る
。
そ
の
意
味
で
無
生
物
に
も
、
い
わ
ば
無
生
物
的
生
命
が
認
め
ら
れ
る
。

生
物
は
「
無
生
物
的
生
命
を
取
り
い
れ
、
こ
れ
を
同
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
え
ず

そ
の
生
物
的
生
命
を
発
展
さ
し
て
行
く
」
の
で
あ
り
、「
こ
の
世
界
に
生
命
の
な
い
も

の
は
な
い
、も
の
の
存
す
る
と
こ
ろ
に
は
か
な
ら
ず
生
命
が
あ
る⑯
」
と
い
う
主
張
は
、

次
章
の
環
境
論
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

第
三
章
「
環
境
に
つ
い
て
」
も
、
そ
の
主
眼
は
二
元
論
批
判
に
あ
る
。
つ
ま
り
、

わ
れ
わ
れ
人
間
を
含
む
生
物
に
と
っ
て
、
環
境
と
は
、
自
己
と
区
別
さ
れ
る
単
な
る

「
外
界
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
空
間
的
即
時
間
的
な
世
界
に
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
も
の
に
、
み
ず
か

ら
を
維
持
し
、
現
状
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
の
は
、
世
界
の
空
間
的
性

格
に
由
来
す
る
。
一
方
で
、万
物
を
流
転
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
も
ま
た
あ
る
の
は
、

世
界
の
時
間
的
性
格
に
根
ざ
し
て
い
る
。こ
の
世
界
で
存
在
を
続
け
て
い
く
た
め
に
、

「
生
物
は
作
ら
れ
た
も
の
が
作
る
も
の
と
な
っ
て
、み
ず
か
ら
と
相
似
た
も
の
を
ど
こ

ま
で
も
こ
の
世
界
に
つ
く
り
与
え
る⑰
」。
そ
の
さ
い
、生
物
が
一
定
の
空
間
的
形
を
持

つ
こ
と
は
、
一
つ
の
そ
れ
自
身
と
し
て
完
結
し
た
独
立
体
系
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
す
な
わ
ち
個
体
で
あ
る
こ
と
は
、
生
物
に
お
け
る
統
合
性
の
現
れ
で
あ
る
。
独

立
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
は
い
え
、生
物
個
体
は
環
境
を
離
れ
て
は
存
在
し
え
ず
、

む
し
ろ
環
境
を
も
包
括
し
た
一
つ
の
体
系
に
お
い
て
存
在
す
る
。
だ
が
他
方
で
、
外

界
や
環
境
と
い
う
も
の
が
既
に
存
在
し
て
い
て
、
そ
こ
に
生
物
が
発
生
し
て
き
た
の

で
も
な
い
。
生
物
が
先
で
も
環
境
が
先
で
も
な
い
こ
と
は
、
第
一
章
の
船
と
船
客
の

た
と
え
に
あ
っ
た
通
り
で
あ
る
。

生
物
と
環
境
と
の
関
係
を
、こ
こ
で
今
西
は
「
認
識
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
っ

て
説
明
す
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
、
人
間
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
高
度
の
認
識
能
力
や

神
経
中
枢
の
存
在
を
意
味
せ
ず
、
生
物
が
働
き
、
生
活
す
る
こ
と
の
言
い
か
え
な
の

で
あ
る
が
。
生
物
が
生
活
し
て
い
く
に
は
、
食
物
を
摂
取
し
、
敵
を
避
け
ね
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
自
分
に
同
化
し
え
な
い
よ
う
な
も
の
ま
で
や
た
ら
に
取
り
入
れ
た

り
、
自
分
の
仲
間
と
敵
と
の
見
境
が
つ
か
な
か
っ
た
り
す
れ
ば
、
ス
ム
ー
ズ
に
生
活

し
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
生
物
に
と
っ
て
食
物
と
は
、
自
己
の
体
内
に
取
り
入

れ
ら
れ
た
か
ら
食
物
な
の
で
は
な
く
て
、
既
に
環
境
に
存
在
す
る
う
ち
か
ら
食
物
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
敵
は
、
そ
れ
に
殺
さ
れ
て
か
ら
敵
と
わ
か
っ
て
は
遅
い
の

で
あ
っ
て
、
害
さ
れ
殺
さ
れ
る
前
に
敵
な
の
で
な
く
て
は
意
味
が
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
生
物
が
食
物
を
食
物
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
、
食
う
前
か
ら
既
に
同
化
の
第
一

歩
な
の
で
あ
る
。「
こ
う
し
て
生
物
が
生
物
化
し
た
環
境
と
い
う
も
の
は
、﹇
中
略
﹈

生
物
が
み
ず
か
ら
に
同
化
し
た
環
境
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
生
物
の
延
長
で

あ
る
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。」
認
識
と
は
、も
の
を
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
自
己

の
も
の
と
し
、自
己
の
延
長
と
し
て
感
ず
る
働
き
か
け
で
あ
る
。「
生
物
は
ま
ず
生
活

す
る
の
に
必
要
な
も
の
を
認
識
す
れ
ば
よ
い
。
い
や
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ

れ
以
外
の
必
要
で
な
い
も
の
は
認
識
し
な
く
た
っ
て
い
い
の
で
あ
る⑱
。」

環
境
と
は
、
そ
の
生
物
の
認
識
し
同
化
す
る
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
そ
の

生
物
が
生
活
す
る
「
生
活
の
場
」
で
あ
る
。
こ
こ
で

―
今
西
自
身
は
お
そ
ら
く
ほ

と
ん
ど
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
が

―
勝
手
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
用
語
を

使
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
人
間
に
限
ら
ず
生
物
は
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
み
なIn

-d
er-

W
elt-sein

で
あ
る
と
い
え
よ
う
か⑲
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
環
世
界

（U
m

w
elt

）
概
念⑳
と
の
顕
著
な
類
似
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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生
活
の
場
と
は
、
単
な
る
生
活
空
間
で
は
な
く
、
生
物
そ
の
も
の
の
延
長
で
あ
る
。

こ
れ
を
逆
の
側
か
ら
い
え
ば
、
身
体
も
生
命
も
個
体
内
に
束
縛
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
世
界
に
広
が
る
場
（
フ
ィ
ー
ル
ド
）
的
な
も
の
で
あ
る
。「
生
物
と
そ
の
生
活
の

場
と
し
て
の
環
境
と
を
一
つ
に
し
た
よ
う
な
も
の
が
、
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
の
具
体
的

な
生
物
な
の
で
あ㉑
」
る
。
生
物
が
生
き
る
こ
と
は
、
食
物
を
摂
る
べ
き
時
に
摂
り
、

敵
を
避
け
る
べ
き
時
に
避
け
る
と
い
う
ふ
う
に
し
て
、
環
境
を
み
ず
か
ら
に
同
化
し

統
合
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
い
わ
ゆ
る
高
等
・
下
等
を
問
わ
ず
、

あ
ら
ゆ
る
生
物
に
は
「
主
体
性
」
が
認
め
ら
れ
る
。
以
上
の
第
三
章
の
内
容
は
、「
生

命
と
い
う
の
は
﹇
中
略
﹈
主
体
が
環
境
を
、
環
境
が
主
体
を
限
定
し
、
主
体
と
環
境

と
の
弁
証
法
的
自
己
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い㉒
」
と
い
う
西
田
の
哲
学
を
、
生
物

学
者
の
視
点
か
ら
解
釈
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

二　

M
itsein

と
し
て
の
生
物

　
―
「
社
会
に
つ
い
て
」「
歴
史
に
つ
い
て
」

―

環
境
に
対
し
て
主
体
的
に
生
物
は
ふ
る
ま
う
。
環
境
と
は
、
通
常
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
、
数
値
と
し
て
測
定
さ
れ
る
温
度
、
湿
度
等
々
の
よ
う
な
無
機
的
・
物
質
的
要

因
に
つ
き
る
の
で
は
な
い
。
生
物
に
認
識
さ
れ
る
も
の
が
環
境
で
あ
る
。
認
識
と
は

働
き
で
あ
り
、
必
ず
し
も
意
識
作
用
を
伴
わ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
暑
い
時
汗
が
出
る

の
と
同
じ
く
、
植
物
が
葉
の
気
孔
か
ら
水
分
を
蒸
散
さ
せ
る
の
も
、
環
境
の
認
知
で

あ
る㉓
。
い
ず
れ
に
し
て
も
生
物
は
、
環
境
に
対
し
て
（
リ
）
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
す

ア
ク
テ
ィ
ブ
な
存
在
で
あ
り
、
決
し
て
受
け
身
的
に
環
境
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。

で
は
、
生
物
の
す
む
場
所
つ
ま
り
分
布
は
ど
う
や
っ
て
決
ま
る
か
。
そ
の
点
に
関

し
今
西
は
当
時
の
生
態
学
に
対
し
て
一
線
を
引
く
。
後
年
の
文
章
を
見
て
み
よ
う
。

「
当
時
の
生
態
学
の
風
潮
と
し
て
、生
物
の
分
布
は
だ
い
た
い
環
境
の
無
機
的
要
因
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
野
外

に
お
け
る
豊
富
な
観
察
資
料
か
ら
、
生
物
の
分
布
限
界
は
、
各
個
生
態
学
の
実
験
結

果
に
現
わ
れ
た
よ
う
な
、
無
機
的
要
因
に
対
す
る
一
種
の
生
理
的
限
界
を
現
わ
す
場

合
よ
り
も
、
む
し
ろ
多
く
の
場
合
、
わ
た
し
が
同
位
種
と
呼
ん
だ
近
縁
の
種
に
対
す

る
一
種
の
社
会
的
限
界
で
あ
る
、
と
考
え
た
。
つ
ま
り
生
物
個
体
と
し
て
は
、
こ
の

社
会
的
限
界
を
突
破
し
て
、
そ
の
生
理
的
限
界
ま
で
ひ
ろ
が
り
う
る
可
能
性
を
も
っ

て
い
て
も
、
こ
こ
で
二
つ
の
社
会
が
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
に
は
、
個
体
と
し
て
で
は
な

く
社
会
と
し
て
、
こ
こ
に
一
つ
の
境
界
線
が
生
ず
る
。
そ
れ
は
社
会
的
な
テ
ン
シ
ョ

ン
・
ラ
イ
ン
で
あ
る㉔
。」
具
体
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
今
西
が

一
九
三
三
年
に
京
都
の
賀
茂
川
で
発
見
し
た
ヒ
ラ
タ
カ
ゲ
ロ
ウ
幼
虫
の「
棲
み
わ
け
」

で
あ
る
。
形
態
の
よ
く
似
た

―
つ
ま
り
近
縁
と
考
え
ら
れ
る

―
四
種
類
の
幼
虫

が
、
川
の
中
に
ラ
ン
ダ
ム
に
混
在
す
る
こ
と
な
く
、
川
岸
に
近
い
流
れ
の
ゆ
る
い
所

か
ら
、
流
心
部
の
流
れ
の
速
い
所
へ
い
く
に
し
た
が
い
、
エ
ク
デ
ィ
オ
ナ
ラ
ス
・
ヨ

シ
ダ
エ
、
エ
ペ
オ
ラ
ス
・
ラ
テ
ィ
フ
ォ
リ
ウ
ム
、
エ
ペ
オ
ラ
ス
・
カ
ー
バ
チ
ュ
ラ
ス
、

エ
ペ
オ
ラ
ス
・
ウ
エ
ノ
イ
の
順
に
整
然
と
並
ん
で
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
毎
秒
何

メ
ー
ト
ル
と
い
う
よ
う
な
物
理
的
な
流
速
だ
け
で
決
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

「
カ
ー
バ
チ
ュ
ラ
ス
が
下
流
に
な
っ
て
い
な
く
な
る
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
ゆ
け
ば
、
ラ

テ
ィ
フ
ォ
リ
ウ
ム
と
ウ
エ
ノ
イ
が
、
両
側
か
ら
拡
が
っ
て
き
て
そ
の
領
域
を
埋
め
て

し
ま
う
」
し
、
ま
た
「
夏
に
な
っ
て
賀
茂
川
の
水
が
涸
れ
だ
し
、
し
た
が
っ
て
流
速

も
い
ち
じ
る
し
く
減
少
す
る
と
き
が
き
て
も
、
一
度
固
定
し
た
棲
み
わ
け
が
、
あ
る

程
度
ま
で
は
持
続
す
る
こ
と
」
を
今
西
は
発
見
し
た
。
そ
う
し
て
「
こ
の
よ
う
な
棲

み
わ
け
は
、
第
一
義
的
に
は
一
種
の
社
会
現
象
で
あ
る㉕
」
と
結
論
づ
け
る
。In

-der-

W
elt-sein

で
あ
る
生
物
は
、
ま
たM

itsein

な
の
で
あ
る
。

『
生
物
の
世
界
』
第
四
章
へ
戻
ろ
う
。
生
物
に
と
っ
て
種
と
は
「
種
社
会
」
で
あ

り
、
個
体
は
そ
の
成
員
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
本
章
の
主
旨
で
あ
る
。

世
界
を
形
成
し
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
、
異
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
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相
似
て
い
る
こ
と
を
今
西
は
「
世
界
構
造
の
原
理
」
と
呼
ぶ
が
、
世
界
が
流
転
し
混

沌
化
し
て
し
ま
わ
ず
構
造
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
平
衡
、
つ
ま

り
力
の
つ
り
あ
い
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
力
と
は
生
物
の
場
合
、
生
活

力
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
生
活
力
が
つ
り
あ
う
と
は
、
二
匹
の
生
物
が
互
い
の
環
境

に
対
し
て
侵
入
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
同
じ
生
活
力
な
い
し
同
じ
生
活
内
容（
何

を
食
い
、ど
の
よ
う
に
暮
ら
す
か
）
を
持
っ
た
生
物
と
は
、生
物
学
上
で
い
う
同
種
の
個

体
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
が
生
活
内
容
を
同
じ
く
す
る
と
は
、
同
じ
環
境
を
要
求
す
る

と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
同
種
の
個
体
同
士
は
、
同
じ
生
活
内

容
を
持
つ
が
ゆ
え
に
原
則
と
し
て
相
容
れ
な
い
、
つ
ま
り
同
一
の
環
境
空
間
を
共
有

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
ま
た
同
じ
生
活
内
容
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
相
集

ま
っ
て
き
て
、
連
続
し
た
環
境
を
棲
み
わ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
同

じ
生
活
内
容
を
も
っ
た
生
物
が
環
境
に
対
し
て
働
き
か
け
た
主
体
的
行
動
の
当
然
の

帰
結㉖
」
で
あ
ろ
う
。

生
活
内
容
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
生
物
の
形
態
を
「
生
活
形
」

と
い
う
。
同
種
の
個
体
同
士
は
、
生
活
形
を
同
じ
く
す
る
生
物
で
あ
る
。
か
れ
ら
の

間
に
は
、
同
種
の
他
の
個
体
の
存
在
に
対
し
て
反
応
を
あ
ら
わ
す
、
つ
ま
り
同
種
個

体
を
「
認
め
る
」
と
い
う
働
き
が
あ
る
と
、
今
西
は
、
た
と
え
ば
原
生
動
物
に
お
い

て
二
匹
の
個
体
が
接
近
し
て
い
る
と
分
裂
が
促
進
さ
れ
る
例
を
引
い
て
述
べ
る㉗
。
こ

の
「
認
め
る
」
働
き
が
高
度
な
自
意
識
で
あ
る
必
要
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
意
識
の
発

達
の
度
合
が
低
い
動
物
に
あ
っ
て
は
、
む
し
ろ
同
種
の
他
の
個
体
を
自
分
の
身
体
の

延
長
ぐ
ら
い
に
み
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘
は
興
味
深
い
。
と
も
か

く
、
生
活
内
容
を
同
じ
く
す
る
生
物
は
、
自
己
の
個
体
を
維
持
す
る
べ
く
個
体
間
の

平
衡
状
態
を
求
め㉘
、
そ
の
こ
と
が
必
然
的
に
同
種
の
個
体
の
集
ま
り
を
作
ら
せ
る
。

こ
う
し
た
集
ま
り
が
生
物
の
「
社
会
」
あ
る
い
は
「
社
会
生
活
」
で
あ
る
。
今
西
は

「
種
」
を
定
義
し
て
「
そ
の
中
で
個
体
の
繁
殖
し
、ま
た
栄
養
を
と
る
一
つ
の
共
同
生

活
の
場㉙
」
と
か
「
同
じ
生
活
形
を
と
る
個
体
か
ら
成
り
立
っ
た
、
一
つ
の
社
会
で
あ

る
、
あ
る
い
は
一
つ
の
生
活
形
社
会
で
あ
る㉚
」
と
表
現
す
る
。
種
は
、
単
な
る
分
類

学
的
種
で
は
な
く
「
種
社
会
」
な
の
で
あ
る
。

一
つ
一
つ
の
種
が
そ
れ
ぞ
れ
「
種
社
会
」
を
な
す
が
、
い
く
つ
か
の
種
社
会
同
士

の
間
に
は
、
賀
茂
川
の
ヒ
ラ
タ
カ
ゲ
ロ
ウ
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
生
活
形
や
形
態
が

似
つ
つ
も
異
な
り
、
互
い
に
分
布
が
重
な
ら
な
い
「
棲
み
わ
け
」
が
存
在
す
る
。
棲

み
わ
け
関
係
に
あ
る
種
の
こ
と
を
「
同
位
種
」、
そ
れ
ら
の
集
ま
っ
た
、
種
社
会
よ
り

一
ラ
ン
ク
高
次
の
社
会
を
「
同
位
社
会
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
ら
同
位
種
は
、
元
来
、
類

縁
関
係
の
近
い
も
の
同
士
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
相
容
れ
な
い
と
い
っ
て
も
、
そ

の
相
容
れ
な
い
傾
向
さ
え
除
い
た
ら
、
あ
と
は
す
べ
て
相
容
れ
る
よ
う
な
間
が
ら㉛
」

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
互
い
に
相
容
れ
平
衡
を
得
る
た
め
に
棲
み
わ
け
る
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
分
類
学
的
に
は
近
縁
で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば

カ
ゲ
ロ
ウ
と
同
じ
く
渓
流
の
底
の
石
に
棲
ん
で
い
る
ブ
ユ
、
ア
ミ
カ
な
ど
の
昆
虫
た

ち
は
、
カ
ゲ
ロ
ウ
同
位
社
会
と
と
も
に
同
一
場
所
を
棲
み
わ
け
て
一
つ
の
生
活
形
共

同
体
（
昆
虫
共
同
体
）
を
形
成
す
る
「
複
合
同
位
社
会
」
に
属
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

最
も
高
次
に
く
る
の
が
「
生
物
全
体
社
会
」、
全
体
と
し
て
の
生
物
の
世
界
で
あ
る
。

種
社
会
―
同
位
社
会
―
複
合
同
位
社
会
―
生
物
全
体
社
会
と
い
う
、
こ
の
階
層
構
造

を
通
じ
て
、
生
物
の
動
的
な
働
き
か
け
あ
い
と
均
衡
と
い
う
論
理
が
一
貫
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
通
常
、
殺
伐
と
し
た
「
弱
肉
強
食
」
の
イ
メ
ー
ジ
で

と
ら
え
ら
れ
が
ち
な
食
う
・
食
わ
れ
る
の
関
係
も
、
今
西
に
よ
れ
ば
、
全
体
社
会
の

平
衡
を
保
ち
、
つ
ま
り
互
い
に
共
存
す
る
た
め
の
「
分
業
」
と
し
て
、
今
日
み
る
よ

う
な
形
に
発
展
し
て
き
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

従
来
、
ハ
チ
や
ア
リ
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
社
会
性
昆
虫32
」
や
、
鳥
や
ケ
モ
ノ
の

群
れ
の
よ
う
な
集
団
生
活
者
を
除
け
ば
、「
社
会
」
を
生
物
に
認
め
な
い
の
が
生
物
学

の
主
流
的
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、集
中
（
集
団
生
活
）
を
社
会
と
同
一
視
す
る
誤

り
に
も
と
づ
く
、
と
今
西
は
指
摘
す
る
。
生
物
界
に
は
、
集
中
よ
り
も
分
散
し
て
単

独
生
活
す
る
も
の
の
方
が
圧
倒
的
に
多
く
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
今
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西
は
、
生
物
は
そ
も
そ
も
す
べ
て
社
会
的
存
在

―
互
い
に
働
き
か
け
あ
う
存
在

―
で
あ
り
、
分
散
も
集
中
も
そ
の
働
き
か
け
あ
い
方
の
、
す
な
わ
ち
社
会
の
一
つ

の
相
（
フ
ェ
ー
ズ
）
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
「
原
則
と
し
て
人
間
社
会
と
生
物

社
会
と
は
絶
縁
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
そ
の
相
異
は
要
す
る
に
進
化
の
相
異
で
あ

る33
」
と
も
述
べ
る
。「
社
会
性
と
い
う
こ
と
は
、こ
の
も
と
は
一
つ
の
も
の
か
ら
生
成

発
展
し
、
ど
こ
ま
で
も
相
異
な
る
も
の
の
世
界
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
も
相
似
た
も
の

が
存
在
す
る
と
い
う
、
こ
の
世
界
の
一
つ
の
構
造
原
理
で
あ
り
、
そ
れ
が
構
造
原
理

で
あ
る
と
い
う
ゆ
え
ん
は
、
相
似
た
も
の
同
士
は
ど
こ
ま
で
も
相
対
立
し
あ
う
も
の

で
あ
り
、
相
対
立
し
あ
う
も
の
同
士
と
は
ど
こ
ま
で
も
そ
の
対
立
を
空
間
化
し
﹇
す

な
わ
ち
棲
み
わ
け
﹈、
空
間
的
に
広
が
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
存
在
と
し
て
、
社
会

性
は
こ
の
空
間
的
、
構
造
的
一
面
を
反
映
し
た
、
こ
の
世
界
を
形
づ
く
る
あ
ら
ゆ
る

も
の
に
宿
っ
て
い
る
一
つ
の
根
本
的
性
格
な
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い34
」。
進
化
と

は
、種
社
会
が
生
活
の
場
を
棲
み
わ
け
て
枝
分
か
れ
的
に
分
離
し
て
い
き
（
以
後
さ
ま

ざ
ま
な
著
作
で
今
西
は
「
進
化
と
は
棲
み
わ
け
の
密
度
化
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
を
好
む
よ
う

に
な
る
）、
そ
う
し
て
異
種
間
関
係
が
増
加
し
て
生
物
全
体
社
会
が
複
雑
化
し
発
展
し

て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
実
在
は
一
に
統
一
せ
ら
れ
て
い
る
と
共
に
対
立
を
含
ん
で
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。こ

こ
に
一
の
実
在
が
あ
れ
ば
必
ず
こ
れ
に
対
す
る
他
の
実
在
が
あ
る
。﹇
一
つ
の
種
社
会

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
棲
み
わ
け
、
同
位
関
係
を
な
す
他
の
種
社
会
が
あ
る
。﹈
而
し
て

か
く
こ
の
二
つ
の
物
が
互
に
相
対
立
す
る
に
は
、
こ
の
二
つ
の
物
が
独
立
の
実
在
で

は
な
く
し
て
、
統
一
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
即
ち
一
の
実
在
の
分

化
発
展
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。﹇
棲
み
わ
け
る
の
は
、も
と
も
と
類
縁
を
共
通
に
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。﹈而
し
て
こ
の
両
者
が
統
一
せ
ら
れ
て
一
の
実
在
と
し
て
現
わ
れ

た
時
に
は
、更
に
一
の
対
立
が
生
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。﹇
中
略
﹈
か
く
し
て
無
限
の
統
一

に
進
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
一
方
よ
り
考
え
て
見
れ
ば
、
無
限
な
る
唯
一
実
在

が
小
よ
り
大
に
、
浅
よ
り
深
に
、
自
己
を
分
化
発
展
す
る
﹇
棲
み
わ
け
が
密
度
化
し

て
い
く
﹈
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
此
の
如
き
過
程
が
実
在
発
現
の
方

式
で
あ
っ
て
、
宇
宙
現
象
は
こ
れ
に
由
り
て
成
立
し
進
行
す
る
の
で
あ
る
。﹇
中
略
﹈

生
物
の
生
活
は
実
に
斯
の
如
き
不
息
の
活
動
で
あ
る35
」
と
い
う
西
田
の
文
章
は
、
こ

の
よ
う
に
﹇　

﹈
内
を
補
っ
て
敷
衍
す
る
な
ら
、
ま
さ
に
棲
み
わ
け
の
ロ
ジ
ッ
ク
と

し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
棲
み
わ
け
と
は
、
相
対
立
し
な
が
ら
も
相
補
う
生
物
同

士
の
平
衡
と
共
存
の
原
理
、
そ
の
意
味
で
安
定
の
原
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
物
は

決
し
て
安
定
に
甘
ん
じ
る
こ
と
は
な
い
。
安
定
の
中
に
も
新
た
な
対
立
が
生
じ
、
ま

た
新
た
な
平
衡
が
求
め
ら
れ
て
い
く
。
進
化
を
論
じ
る
第
五
章
「
歴
史
に
つ
い
て
」

は
言
う
。「
お
よ
そ
こ
の
空
間
的
時
間
的
な
世
界
に
お
い
て
、絶
対
の
現
状
維
持
は
な

に
も
の
に
も
許
さ
れ
な
い
。
生
物
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
根
底
も
こ
の
現
状
維
持

が
許
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
生
物
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
働
く
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
作
ら
れ
た
も
の
が
作
る
も
の
を
作
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。﹇
中

略
﹈
進
化
は
創
造
で
あ
り
、
創
造
性
は
生
き
る
も
の
の
属
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い36
。」

進
化
を
め
ぐ
り
こ
の
第
五
章
で
は
、当
然
、後
年
ま
す
ま
す
主
題
化
し
て
い
く
ダ
ー

ウ
ィ
ニ
ズ
ム
批
判
が
、
既
に
基
本
的
な
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
今
西
の
と
ら
え
る

ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
は
生
存
競
争
と
自
然
選
択
を
柱
と
す
る
が
、
生
存
競
争
と
は
、

バ
ラ
バ
ラ
の
遺
伝
的
変
異
を
持
つ
（
さ
し
あ
た
り
同
種
の
）
個
体
同
士
が
、
食
物
や
資

源
を
め
ぐ
り
互
い
に
競
争
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
負
け
た
方
が
滅
び
る
熾
烈

な
戦
い
で
あ
る
。
だ
が
、
い
ろ
い
ろ
な
星
か
ら
移
住
し
て
き
た
も
の
が
は
ち
合
わ
せ

た
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
地
球
と
い
う
船
に
最
初
か
ら
一
緒
に
乗
り
合
わ
せ
、
と
い
う

よ
り
船
の
中
で
共
に
生
じ
て
き
た
も
の
同
士
の
間
に
、
そ
う
し
た
闘
争
が
お
こ
る
も

の
だ
ろ
う
か

―
と
い
う
考
え
を
、
今
西
は
後
年
ま
で
持
ち
続
け
た37
。
そ
も
そ
も
、

ア
ト
ム
的
に
孤
立
し
た
個
体
と
い
う
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
出
発
点
を
今
西
は
採
ら
な

い
。
第
四
章
で
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
個
体
は
種
社
会
の
一
員
と
し
て
こ
そ
の
個
体

な
の
で
あ
る
。「
個
体
が
種
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
と
と
も
に
、ど
の
個
体
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の
中
に
も
同
じ
よ
う
に
種
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ど
の
個
体
か
ら
で
も
種
は
つ
く
ら
れ

て
行
く
可
能
性
が
あ
る
。
個
体
は
す
な
わ
ち
種
で
あ
り
、
種
は
す
な
わ
ち
個
体
で
あ

る38
。」
個
体
に
優
劣
と
い
う
意
味
で
の
甲
乙
は
な
く
、ど
の
個
体
が
生
き
残
ろ
う
と
種

は
支
障
な
く
維
持
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
存
に
影
響

す
る
よ
う
な
変
異
が
バ
ラ
バ
ラ
な
、
つ
ま
り
ラ
ン
ダ
ム
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。「
そ
も
そ
も
種
と
は
な
ん
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
一
つ
の
血
縁
共
同
体
と

し
て
同
じ
身
体
を
も
つ
ゆ
え
に
同
じ
生
活
を
な
し
、
同
じ
生
活
を
な
す
ゆ
え
に
同
じ

身
体
を
も
っ
た
個
体
の
地
域
的
な
広
が
り
で
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば
い
ま
こ
れ
を
一
歩

進
め
て
考
え
る
と
、
同
じ
生
活
を
な
す
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
か
れ
ら
は
同
じ
生
活
の

方
向
を
持
ち
、
し
た
が
っ
て
同
じ
変
異
を
現
わ
す
べ
く
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う39
。」

も
う
一
つ
の
柱
で
あ
る
自
然
選
択
に
関
し
て
も
、そ
れ
が
示
す
の
は
、環
境
に
よ
っ

て
一
方
的
に
ふ
る
い
に
か
け
ら
れ
る
受
け
身
的
な
生
物
像
で
あ
り
、
今
西
の
主
体
的

な
生
物
像
と
は
対
極
に
あ
る
。「
生
物
と
環
境
と
を
別
々
の
も
の
に
考
え
、そ
の
よ
う

な
抽
象
化
さ
れ
た
生
物
と
抽
象
化
さ
れ
た
環
境
と
を
因
果
関
係
に
よ
っ
て
結
ぼ
う

と40
」
す
る
機
械
論
的
考
え
方
で
は
、
生
物
の
具
体
的
生
活
は
説
明
で
き
な
い
。
第
三

章
で
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
生
物
が
環
境
を
認
め
る
こ
と
は
環
境
に
対
す
る
働
き
か

け
で
あ
り
、
生
物
が
環
境
を
、
み
ず
か
ら
に
同
化
す
る
べ
く
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。

食
物
を
と
る
、
敵
を
避
け
る
、
配
偶
を
求
め
る
等
々
、
み
な
生
き
る
た
め
の
必
然
が

要
求
す
る
事
柄
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
食
物
、
敵
、
配
偶
を
環
境
の
中
か
ら
認
め
、

つ
ま
り
選
択
す
る
こ
と
は
、
生
物
の
自
由
の
現
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
生
物
が

生
き
る
と
い
う
「
必
然
の
自
由
」、「
決
定
に
し
て
未
決
定
」
を
通
じ
て
新
た
な
身
体

の
創
造
す
な
わ
ち
進
化
は
な
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、「
単
な
る
必
然
、
単
な
る
決
定

を
も
っ
て
し
て
は
、生
物
の
進
化
は
つ
い
に
解
き
え
な
い
謎
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い41
」

で
あ
ろ
う
。

以
上
の
第
四
・
五
章
に
お
い
て
も
、た
と
え
ば
「
個
物
は
生
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
生
れ
る
と
い
う
に
は
、
種
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
個
物
は
種
的
で
あ
る
の
で
あ
る42
」
と
い
っ
た
西
田
の
哲
学
と
の
表

現
上
・
内
容
上
の
類
似
が
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
、
重
要
な
相
違
を
見
落
と
し
て
は

な
ら
な
い
。
西
田
は
人
間
以
外
の
動
物
（
ま
し
て
植
物
）
に
社
会
性
・
歴
史
性
を
認
め

ず
、
そ
れ
ら
を
人
間
固
有
の
も
の
と
す
る43
点
で
哲
学
、
少
な
く
と
も
西
洋
哲
学
の
伝

統
に
忠
実
に
従
っ
た
。「
西
田
は
西
洋
的
す
ぎ
る
」
と
い
う
、今
西
が
折
に
ふ
れ
も
ら

す
不
満44
は
、
そ
こ
に
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
生
物
の
種
に
は
種
の
個
性
が
あ

り
、
種
の
歴
史
が
あ
る
。
歴
史
を
自
然
に
対
立
さ
せ
、
歴
史
を
人
間
だ
け
の
も
の
の

よ
う
に
考
え
る
人
た
ち
の
反
省
を
促
す
必
要
が
な
い
で
あ
ろ
う
か45
」
と
提
起
す
る
今

西
は
、
西
田
哲
学
の
徒
で
あ
り
な
が
ら
も
西
田
を
、
お
よ
び
従
来
の
す
べ
て
の
哲
学

者
を
越
え
て
い
る
。
そ
う
さ
せ
た
の
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
の
豊
富
な

体
験
か
ら
き
た
実
感
で
あ
っ
た
。

三　

自
然
学
の
方
法

若
き
日
に
生
態
学
を
志
し
た
い
き
さ
つ
を
後
に
回
顧
し
た
有
名
な
く
だ
り
が
あ

る
。「
わ
た
し
は
谷
ぞ
い
の
道
を
歩
い
て
い
た
。
灌
木
の
葉
の
上
に
、バ
ッ
タ
が
一
匹

と
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
と
き
思
っ
た

―
お
れ
は
い
ま
ま
で
、
昆
虫
を
や
た
ら
に
捕

ら
え
て
、
毒
瓶
で
殺
し
、
ピ
ン
で
と
め
、
名
前
を
し
ら
べ
て
喜
ん
で
い
た
が
、
こ
の

一
匹
の
バ
ッ
タ
が
、
こ
の
自
然
の
中
で
い
か
に
生
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
ま
る
で
な
に
も
知
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
こ
れ
で
は
情
け
な
い
と
思
っ
た
の

で
あ
る
。
た
ま
た
ま
卒
業
論
文
に
は
、
な
に
を
や
ろ
う
か
と
迷
っ
て
い
た
と
き
だ
っ

た
。
わ
た
し
は
生
態
学
を
や
ろ
う
と
決
心
し
た46
。」
一
匹
の
バ
ッ
タ
に
対
す
る
セ
ン

ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
。
以
後
長
き
に
わ
た
る
今
西
の
研
究
生
活
を
一
貫
し
て
導
い

た
の
は
、
こ
の
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

今
西
が
自
己
の
学
問
を
「
自
然
学
」
の
名
で
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
九
七
五
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年
の
「「
今
西
自
然
学
」
に
つ
い
て
」
あ
た
り
か
ら
で
あ
る
よ
う
だ
が
、本
稿
の
最
後

に
、『
生
物
の
世
界
』
に
始
ま
り
晩
年
に
か
け
て
展
開
し
て
い
っ
た
彼
の
学
問
、
す
な

わ
ち
自
然
学
の
方
法
的
特
徴
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

彼
が
自
然
学
と
言
う
場
合
、
強
く
意
識
し
て
い
る
の
は
、
近
代
科
学
の
「
細
分
化
」

に
対
す
る
拒
否
姿
勢
で
あ
る
。
細
分
化
と
は
、
個
別
諸
科
学
の
専
門
分
化
を
指
す
と

と
も
に
、
各
個
別
科
学
内
部
に
お
け
る
、
実
験
と
分
析
を
旨
と
し
た
還
元
主
義
的
手

法
の
こ
と
で
も
あ
る
。「
ぼ
く
の
い
う
自
然
学
と
い
う
の
は
、自
然
科
学
と
社
会
科
学

と
人
文
科
学
と
を
分
け
る
、
今
の
学
問
の
シ
ス
テ
ム
に
お
さ
ま
ら
ん
と
こ
ろ
が
生
じ

て
く
る
。
今
の
学
問
で
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
然
科
学
の
一
番
基
礎
学
科

で
あ
る
物
理
学
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
物
理
学
だ
っ
て
も
と
を
た
だ

せ
ば
自
然
現
象
を
い
か
に
解
釈
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
自
然
学
か
ら
出
て
い
る
。
そ

れ
が
だ
ん
だ
ん
洗
練
さ
れ
た
の
か
、
偏
っ
た
の
か
知
ら
ん
け
れ
ど
も
、
い
ま
み
る
よ

う
な
物
理
学
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す47
。」
実
験
科
学
は
自
然
現
象
を
解
釈
す
る

方
法
の
一
つ
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
て
く
る
「
今
日
の
科

学
の
取
り
あ
つ
か
い
う
る
現
象
と
い
う
の
は
い
わ
ば
氷
山
の
一
角
」
で
し
か
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
海
面
の
下
に
隠
れ
た
部
分
を
、
今
日
の
科
学
は
、
ま
る
で
な
い

も
の
の
ご
と
く
に
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
氷
山
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
も
ち

ろ
ん
自
然
全
体
で
あ
る
。
氷
山
の
全
体
を
と
ら
え
る
に
は
「
も
う
一
度
今
日
の
科
学

の
母
胎
と
も
い
う
べ
き
自
然
学
に
立
ち
も
ど
る
外
に
な
い
の
で
は
な
い
か
。
自
然
学

と
は
な
に
か
そ
う
い
う
全
体
の
統
合
原
理
を
秘
め
た
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
い

で
あ
ろ
う
か48
」
と
今
西
は
提
起
す
る
。「
全
体
自
然
を
対
象
と
す
る
学
問49
」、「
生
物

と
自
然
と
を
も
と
の
ま
ま
の
一
体
と
し
て
つ
か
む
方
法50
」、「
自
然
を
客
観
的
に
扱
う

こ
と
で
な
く
、
自
然
に
た
い
し
て
自
己
の
う
ち
に
、
自
然
の
見
方
を
確
立
す
る
こ
と51
」

と
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
で
定
義
さ
れ
る
自
然
学
は
、『
生
物
の
世
界
』
で
述
べ
ら
れ
て

い
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
を
含
む
す
べ
て
の
も
の
が
元
は
一
つ
の
も
の
か
ら
分
か
れ

発
展
し
て
き
た
、
そ
の
元
の
全
体
に
到
ろ
う
と
す
る
試
み
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

全
体
を
つ
か
む
た
め
に
重
視
さ
れ
る
方
法
が
、
直
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
観
が
、

反
省
的
意
識
以
前
の
主
客
未
分
、主
客
合
一
の
状
態
に
お
い
て
成
り
た
つ
か
ら
だ
が
、

こ
こ
で
今
西
が
直
観
を
身
体
や
行
為
と
深
く
か
か
わ
ら
せ
て
理
解
し
て
い
る
点
に
注

意
し
た
い
。「
全
体
感
」
す
な
わ
ち
「
体
全
体
の
感
覚
」
に
よ
る
直
観
的
把
握
の
例
と

し
て
、今
西
は
よ
く
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
体
操
選
手
の
巧
み
な
身
体
操
作
を
挙
げ
る52
が
、

そ
れ
以
上
に
そ
う
し
た
身
体
感
覚
を
彼
は
「
自
然
の
中
に
入
っ
て
行
っ
て
自
然
全
体

と
か
け
ひ
き53
」
す
る
み
ず
か
ら
の
登
山
体
験
で
日
々
得
て
い
た
の
だ
っ
た
。
ま
た
、

賀
茂
川
の
カ
ゲ
ロ
ウ
研
究
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
「
種
社
会
」
の
概
念
も
、
一
種
の
直

観
的
ひ
ら
め
き
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
じ
っ
と
頭
の
中
で
考
え
て
生
ま
れ
た
と
い
う
よ

り
は
、「
自
然
と
い
う
も
の
を
相
手
に
し
、
な
ん
と
か
し
て
こ
の
自
然
と
い
う
も
の
の

素
性
が
知
り
た
く
て
、
十
年
間
ほ
ど
自
然
の
な
か
に
入
り
び
た
っ
て
い
る
う
ち
に
、

そ
う
い
う
概
念
が
已
む
に
や
ま
れ
ず
し
て
、
突
如
出
現
し
た
」、
し
た
が
っ
て
こ
の
概

念
は
「
自
然
と
私
と
の
合
作
で
あ
る
」
と
今
西
は
述
べ
る54
。
主
客
の
垣
根
を
は
ら
っ

て
身
体
ご
と
自
然
に
す
み
こ
み
、
ま
さ
に
「
も
の
と
な
っ
て
考
え
た
」
行
為
的
直
観

の
所
産
が
、
棲
み
わ
け
理
論
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「
直
観
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
動
物
の
時
代
に
、
あ
る
い
は
言
語
以
前
の
時
代

に
、
生
活
の
た
め
の
コ
ン
パ
ス
と
し
て
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る55
。」
そ
れ
は
無
意
識

的
、
身
体
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
だ
け
の
能
力
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

各
々
の
種
社
会
の
成
員
で
あ
る
す
べ
て
の
「
生
物
は
相
手
が
自
分
と
同
じ
種
に
属
す

る
個
体
だ
と
い
う
こ
と
を
、
判
断
す
る
の
で
な
く
て
、
直
観
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が

で
き
る56
」。
そ
れ
は
、
か
れ
ら
が
同
じ
（
ま
た
は
似
た
）
生
活
の
仕
方
を
持
ち
、
同
じ

（
ま
た
は
似
た
）
身
体
の
使
い
方
を
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
同
種
の
も
の
同
士
、あ

る
い
は
近
縁
の
も
の
同
士
の
「
共
感
」
に
も
と
づ
く
理
解
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
成
り
た
つ57
。

『
生
物
の
世
界
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
「
類
推
」
と
い
う
方
法
、す
な
わ
ち
わ
れ
わ
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れ
と
の
類
縁
関
係
の
親
疎
に
応
じ
た
相
似
と
相
異
の
直
観
的
把
握
は
、
こ
う
し
た
共

感
的
理
解
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
。
ニ
ホ
ン
ザ
ル
や
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
、ゴ
リ
ラ
を
、

ま
る
で
人
間
に
対
す
る
ご
と
く
に
一
頭
一
頭
個
体
識
別
し
て
名
前
を
つ
け
、
野
外
環

境
の
も
と
で
長
期
観
察
し
、か
れ
ら
自
身
に
な
り
代
わ
り
か
れ
ら
の
群
れ
社
会
の「
歴

史
」
を
克
明
に
記
録
し
て
い
く
と
い
う
今
西
の
霊
長
類
研
究
は
、
サ
ル
た
ち
に
対
す

る
共
感
的
理
解
の
試
み
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う58
。
も
ち
ろ
ん
、
今
西
お
よ
び
彼
の

グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
は
、
当
時
も
今
も
、
し
ば
し
ば
擬
人
主
義
と
い
う
批
判
が
寄
せ

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
今
西
は
、
反
擬
人
主
義
の
論
理
に
ひ
そ
む
ト
リ
ッ
ク
を
既
に

見
抜
い
て
い
た
。「
自
然
と
人
間
と
は
、
類
型
的
に
つ
か
め
ば
、
お
よ
そ
対
蹠
的
な
存

在
で
あ
る
し
、
文
化
・
歴
史
・
社
会
は
、
い
ず
れ
も
す
ぐ
れ
て
人
間
的
な
も
の
で
あ

る
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
類
型
を
つ
か
ん
で
対
立
さ
せ
る
と
は
、
二
つ
の
類
型
の

間
に
あ
る
も
や
も
や
し
た
も
の
を
消
し
て
、
違
い
だ
け
を
く
っ
き
り
浮
き
あ
が
ら
せ

る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
人
間
を
自
然
に
対
立
さ
せ
る
場
合
に
は
、
人
間
に
最
も
近

い
自
然
で
あ
る
ト
リ
・
ケ
モ
ノ
・
類
人
猿
な
ど
が
、
い
つ
も
消
さ
れ
る
立
場
に
あ
る
。

そ
う
や
っ
て
、
た
と
え
ば
バ
ク
テ
リ
ア
や
線
虫
で
自
然
を
代
表
さ
せ
る
操
作
を
あ
ら

か
じ
め
加
え
た
上
で
、
文
化
・
歴
史
・
社
会
は
自
然
に
は
見
ら
れ
な
い
人
間
の
側
の

特
徴
だ
と
言
う
の
は
、
論
点
先
取
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
論
点
先
取
の
バ
イ

ア
ス
の
か
か
ら
な
い
、
そ
の
意
味
で
「
正
し
い
擬
人
主
義
」
の
使
用
を
今
西
は
主
張

し
た59
。

と
は
い
え
、
今
西
に
お
け
る
「
直
観
」
の
位
置
づ
け
に
は
、
や
は
り
問
題
が
な
く

も
な
い
。
以
上
に
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
方
法
と
し
て
の
直
観

と
、
内
容
的
な
意
味
で
の
直
観

―
「
動
物
は
直
観
で
行
動
す
る
」
の
よ
う
な

―

と
が
混
同
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
、
動
物
が
直
観
で
行
動
す
る
と
い
う
こ
と

を
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
還
元
主
義
的
手
法
で
実
験
的
に
確
か
め
る
こ
と
は
、
原
理

的
に
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、「
物
理
学
だ
っ
て
も
と
を
た
だ
せ
ば
自
然
現
象
を
い
か
に

解
釈
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
自
然
学
か
ら
出
て
い
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
自
然

学
が
方
法
論
と
し
て
構
想
さ
れ
て
お
り
、
物
理
学
、
生
物
学
等
々
に
対
し
て
メ
タ
レ

ベ
ル
に
あ
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
つ
ま
り
自
然
学
は
、
物
理
学
や
生
物
学
と
同

一
水
準
で
競
合
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
学
が
還
元
主
義
的
手
法

を
用
い
て
自
然
の
一
面
を
切
り
だ
し
て
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

知
見
は
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
有
効
な
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
を
氷
山
の
す
べ

て
と
み
な
し
海
面
下
に
隠
れ
た
部
分
を
な
い
と
思
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
戒
め

な
り
注
意
喚
起
を
外
部
か
ら
与
え
て
い
く
こ
と
が
、
自
然
学
の
役
目
な
の
で
あ
る
。

本
人
が
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
混
同
し
て
、生
物
学
理
論
の
内
容
そ
の
も
の
（
自
然
選
択
の

否
定
な
ど
）
に
タ
ッ
チ
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
カ
ン
ト
風
に
い
え
ばregu

lativ

（
統

制
的
）
な
原
理
をkon

stitu
tiv

（
構
成
的
）
に
用
い
る
誤
り
を
お
か
し
た
わ
け
で
、確

か
に
今
西
の
弱
点
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
方
法
と
内
容
と
の
峻
別
は
、
既
に
主
観
と
客
観
と
の
分
断
に
も

と
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
が
、
ま
さ
に
悪
し
き
抽
象
の
所
産
だ
と
も
い
え
る
。
元

は
一
つ
の
も
の
か
ら
「
も
の
﹇
客
観
﹈
の
生
成
と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
﹇
主
観
﹈
も

ま
た
生
成
し
て
い
っ
た
」
と
固
く
確
信
す
る
今
西
に
と
っ
て
、
方
法
が
内
容
を
巻
き

こ
み
、内
容
が
方
法
を
巻
き
こ
む
こ
と
は
必
然
で
あ
っ
た
。「
人
間
も
動
物
も
植
物
も

生
物
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
お
互
い
に
類
縁
関
係
の
つ
づ
い
た
相
似
た
も
の
な
の

で
あ
る
か
ら
、﹇
中
略
﹈
こ
う
し
た
相
似
た
性
質
の
存
在
を
認
め
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ

の
言
葉
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
適
切
に
表
現
す
る
、
と
い
う

こ
と
が
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
そ
れ
ら
の
生
物
に
対
す
る
認
識
の
表
現
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
に
生
物
を
生
物
の
立
場
に
お
い
て
正
し
く
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
ま
た
、
わ

れ
わ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
立
場
に
お
い
て
正
し
く
認
め
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る60
。」

生
物
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
自
己
認
識
な
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
後
半
、
実
証
主
義
科
学
に
よ
っ
て
動
植
物
は
物
質
な
い
し
機
械
と
み
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
へ
進
化
論
が
現
れ
、
人
間
と
動
物
と
の
連
続
を
明
ら
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か
に
す
る
。
で
は
、
自
分
た
ち
も
物
質
や
機
械
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
？
と
い
う
危

機
感
に
人
間
は
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
危
機
に
あ
っ
て
哲
学
・
人
文
学
は
、「
動
物
の
機
械
化
」
に
対
し
て
は
ほ
と
ん

ど
手
を
つ
け
ず
、
も
っ
ぱ
ら
み
ず
か
ら
を
動
物
か
ら
切
り
離
す
こ
と
で
「
人
間
の
機

械
化
」
か
ら
身
を
守
る
道
を
選
ん
だ
。
そ
れ
が
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け

て
の
実
存
主
義
、
現
象
学
の
流
れ
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
人
間
の
立
ち
位
置
を
今

日
改
め
て
問
い
直
す
と
き
、『
生
物
の
世
界
』
は
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

注
　

今
西
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
『
増
補
版　

今
西
錦
司
全
集
』
全
一
三
巻
別
巻
一

（
一
九
九
三
―
九
四
年
、
講
談
社
、
以
下
『
全
集
』
と
略
記
）
に
も
と
づ
き
、
そ
の
巻
数

と
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

①　
『
生
物
社
会
の
論
理
』（
一
九
四
九
年
）、『
全
集
』
第
四
巻
三
ペ
ー
ジ
。

②　
『
生
物
の
世
界
』、『
全
集
』
第
一
巻
六
ペ
ー
ジ
。

③　

同
、
七
―
八
ペ
ー
ジ
。

④　

バ
ッ
ク
ミ
ン
ス
タ
ー
・
フ
ラ
ー
『
宇
宙
船
地
球
号
操
縦
マ
ニ
ュ
ア
ル
（R

ich
ard 

B
u

ck
m

in
ster F

u
ller, O

peratin
g M

an
u

al for S
pacesh

ip E
arth

, N
ew

 

York, 1969

）』（
芹
沢
高
志
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
は
じ
め
と
し

て
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
世
界
的
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
と
な
っ
て
く
る
表
現
で
あ
る
。

⑤　
『
生
物
の
世
界
』、『
全
集
』
第
一
巻
一
一
―
一
二
ペ
ー
ジ
。

⑥　

同
、
一
二
ペ
ー
ジ
。﹇　

﹈
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
。

⑦　

同
、
一
四
ペ
ー
ジ
。

⑧　

A
 Japan

ese V
iew

 of N
atu

re. T
h

e W
orld

 of L
ivin

g T
h

in
gs. T

ran
slated 

by P
am

ela J. A
squ

ith
, H

eita K
aw

akatsu
, S

h
u

su
ke Yagi an

d H
iroyu

ki 

T
akasaki. E

dited an
d in

trodu
ced by P

J A
squ

ith
. R

ou
tledge C

u
rzon

, 

L
on

don
 / N

ew
 York, 2002, p.5.

⑨　
『
生
物
の
世
界
』、『
全
集
』
第
一
巻
一
五
ペ
ー
ジ
。

⑩　

同
、
一
六
ペ
ー
ジ
。

⑪　
「
ト
リ
・
サ
ル
・
人
間
」（
一
九
六
〇
年
）、『
全
集
』
第
七
巻
一
八
七
ペ
ー
ジ
。

⑫　

西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』（
一
九
一
一
年
）
岩
波
文
庫
、二
〇
〇
八
年
第
九
六
刷
、

九
四
ペ
ー
ジ
。
な
お
、『
生
物
の
世
界
』
前
掲
英
訳
書
の
訳
者
の
一
人
パ
メ
ラ
・
ア
ス

キ
ス
に
よ
れ
ば
、
今
西
の
哲
学
的
ル
ー
ツ
は
西
田
だ
け
で
は
な
く
、
今
西
は
一
九
三
八

年
に
入
手
し
た
Ｊ
・
Ｃ
・
ス
マ
ッ
ツ
の
『
ホ
ー
リ
ズ
ム
と
進
化
（Jan

 C
h

ristiaan
 

S
m

u
ts, H

olism
 an

d
 E

volu
tion

, N
ew

 York, 1926

）』（
石
川
光
男
ほ
か
訳
、
玉

川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
五
年
）
か
ら
も
、
そ
の
全
体
論
哲
学
の
影
響
を
受
け
て
い
る

と
い
う
。
ア
ス
キ
ス「
社
会
性
お
よ
び
進
化
の
所
産
に
関
す
る
今
西
錦
司
の
観
点
を
示

す
諸
資
料
」『
生
物
科
学
』（
日
本
生
物
科
学
者
協
会
／
農
文
協
）
第
五
七
巻
第
三
号
、

二
〇
〇
六
年
四
月
、
一
四
五
ペ
ー
ジ
。

⑬　
『
生
物
の
世
界
』、『
全
集
』
第
一
巻
三
二
ペ
ー
ジ
。

⑭　

同
、
三
五
ペ
ー
ジ
。

⑮　

同
、三
九
―
四
〇
ペ
ー
ジ
。
こ
の
あ
た
り
の
「
構
造
的
即
機
能
的
」「
身
体
即
生
命
、

生
命
即
身
体
」「
空
間
的
即
時
間
的
」
と
い
っ
た
「
即
」
を
多
用
し
た
言
い
回
し
に
は
、

も
ち
ろ
ん
西
田
の
強
い
影
響
が
現
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。「
絶
対
否
定
の
弁
証
法
と

い
う
の
は
、
個
物
的
限
定
即
一
般
的
限
定
、
一
般
的
限
定
即
個
物
的
限
定
、
時
間
即
空

間
、空
間
即
時
間
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
論
理
と
生
命
」（
一
九
三
九

年
）、『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
Ⅱ
』
上
田
閑
照
編
、岩
波
文
庫
、一
九
八
八
年
、一
八
五

ペ
ー
ジ
。

⑯　
『
生
物
の
世
界
』、『
全
集
』
第
一
巻
四
四
ペ
ー
ジ
。

⑰　

同
、
五
〇
ペ
ー
ジ
。

⑱　

同
、
五
六
ペ
ー
ジ
。

⑲　

と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
人
間
つ
ま
り
現
存
在
に
対
し
て
し
か
こ

の
語
を
用
い
な
い
。
人
間
のS

ein

はD
asein

だ
が
、
動
物
のS

ein

はL
eben

で

あ
り
、
存
在
の
仕
方
が
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
動
物
は
、
石
の
よ
う
に
無
世
界
的

（w
eltlos

）
で
は
な
い
も
の
の
、
有
る
も
の
そ
の
も
の
の
開
け
と
し
て
の
世
界
を
い
ま

だ
持
た
ず
、世
界
貧
乏
的
（w

eltarm

）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
人
間
と
動
物
と
の
間
の

強
固
な
線
引
き
は
、や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
の
上
に
立
つ
西
洋
哲
学
に
ど
こ
ま
で
も
つ
き

ま
と
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
川
原
栄
峰
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
動
物
論
」、『
日
独
文
化
研
究

所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

生
命
の
文
化
論
』
芦
津
丈
夫
・
木
村
敏
・
大
橋
良
介
編
、
人
文
書

院
、
二
〇
〇
三
年
、
二
八
―
四
三
ペ
ー
ジ
。
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⑳　

Jakob von
 U

exkü
ll, S

treifzü
ge d

u
rch

 d
ie U

m
w

elten
 von

 T
ieren

 u
n

d
 

M
en

sch
en

, B
erlin

, 1934. 『
生
物
か
ら
見
た
世
界
』
日
高
敏
隆
・
羽
田
節
子
訳
、
岩

波
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
。

㉑　
『
生
物
の
世
界
』、『
全
集
』
第
一
巻
五
七
ペ
ー
ジ
。

㉒　
「
行
為
的
直
観
」（
一
九
三
九
年
）、『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
Ⅱ
』
三
〇
三
ペ
ー
ジ
。

㉓　
『
生
物
の
世
界
』、『
全
集
』
第
一
巻
七
〇
―
七
一
ペ
ー
ジ
。

㉔　
「
霊
長
類
研
究
グ
ル
ー
プ
の
立
場
」（
一
九
五
七
年
）、『
全
集
』
第
七
巻
八
二
ペ
ー
ジ
。

㉕　
「
渓
流
の
ヒ
ラ
タ
カ
ゲ
ロ
ウ
」（
一
九
六
九
年
）、『
全
集
』
第
八
巻
二
七
〇
ペ
ー
ジ
。

㉖　
『
生
物
の
世
界
』、『
全
集
』
第
一
巻
七
八
ペ
ー
ジ
。

㉗　

同
、八
一
ペ
ー
ジ
。
生
物
が
自
分
と
同
種
の
個
体
を
「
認
め
る
」
と
い
う
こ
の
働
き

は
、
今
西
が
後
期
か
ら
晩
年
に
か
け
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
さ
ら
に
は

プ
ロ
ト
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
理
論
と
し
て
掘
り
下
げ
て
い
く
テ
ー
マ
で
あ
る
。

㉘　

あ
く
ま
で
自
己
の
個
体
維
持
か
ら
論
拠
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
さ
れ
た

い
。
往
々
に
し
て
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
今
西
は
決
し
て
単
な
る
全
体
論
者
で
は
な
い
。

ま
し
て
、
政
治
的
全
体
主
義
と
同
一
視
す
る
曲
解
に
い
た
っ
て
は
論
外
で
あ
る
。

㉙　
『
生
物
の
世
界
』、『
全
集
』
第
一
巻
九
二
ペ
ー
ジ
。

㉚　
『
生
物
社
会
の
論
理
』、『
全
集
』
第
四
巻
五
八
ペ
ー
ジ
。

㉛　
『
生
物
の
世
界
』、『
全
集
』
第
一
巻
九
六
―
九
七
ペ
ー
ジ
。

32　

面
白
い
こ
と
に
今
西
は
、
ハ
チ
や
ア
リ
の
通
常
呼
ば
れ
て
い
る
「
社
会
」
を
、
社
会

と
は
み
な
し
て
い
な
い
。
社
会
と
は
、独
立
自
活
能
力
（
個
体
維
持
能
力
と
種
属
維
持

能
力
）を
そ
な
え
た
個
体
同
士
の
働
き
か
け
あ
い
か
ら
な
る
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と

彼
は
定
義
す
る
が
、
生
殖
能
力
を
欠
い
た
働
き
バ
チ
（
ア
リ
）
も
、
自
分
で
エ
サ
を
摂

れ
な
い
女
王
バ
チ
（
ア
リ
）
も
、
そ
う
し
た
個
体
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
む
し
ろ
か
れ
ら
は
巣
の
全
体
で
一
個
の
個
体
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、今
西
は
こ

れ
に
「
超
個
体
的
個
体
制
」
の
用
語
を
あ
て
る
。『
人
間
以
前
の
社
会
』（
一
九
五
一

年
）、『
全
集
』
第
五
巻
九
二
―
九
六
ペ
ー
ジ
。

33　
『
生
物
の
世
界
』、『
全
集
』
第
一
巻
八
五
ペ
ー
ジ
。

34　

同
、
九
三
ペ
ー
ジ
。﹇　

﹈
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
。

35　
『
善
の
研
究
』
一
〇
三
―
一
〇
四
ペ
ー
ジ
。﹇　

﹈
内
は
も
ち
ろ
ん
引
用
者
に
よ
る
。

36　
『
生
物
の
世
界
』、『
全
集
』
第
一
巻
一
三
二
ペ
ー
ジ
。

37　
「
も
し
も
こ
の
地
球
上
の
生
物
が
、
い
ろ
い
ろ
な
星
か
ら
移
住
し
て
き
た
も
の
、
す

な
わ
ち
起
原
を
異
に
し
た
も
の
の
寄
合
い
世
帯
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、私
も
そ
の
間
で
闘

争
の
お
こ
る
可
能
性
を
認
め
な
い
と
は
い
わ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、も
と
は
一
つ
の

も
の
か
ら
分
化
発
展
し
た
も
の
と
み
る
な
ら
ば
、そ
の
部
分
同
士
の
あ
い
だ
に
闘
争
が

お
こ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、﹇
中
略
﹈
ま
っ
た
く
お
か
し
い
、
考
え
に
く
い
こ
と
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
自
然
学
の
提
唱
」（
一
九
八
三
年
）、『
全
集
』
第
一
三
巻
六
九

ペ
ー
ジ
。

38　
『
生
物
の
世
界
』、『
全
集
』
第
一
巻
一
二
三
ペ
ー
ジ
。

39　

同
、一
四
七
ペ
ー
ジ
。
こ
こ
か
ら
悪
名
（
？
）
高
い
「
種
が
変
わ
る
べ
き
時
が
き
た

ら
、す
べ
て
の
個
体
が
い
っ
せ
い
に
変
わ
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
後
に
生
ま
れ
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
ア
ス
キ
ス
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
エ
ル
ト
ン
の
生

態
学
、特
に
選
択
は
個
体
に
で
は
な
く
個
体
群
全
体
に
対
し
て
働
く
と
い
う
説
が
今
西

に
影
響
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、そ
れ
な
り
に
科
学
的
根
拠
を
持
っ
た
主
張
と
み
な
せ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
ス
キ
ス
前
掲
論
文
、
一
四
五
ペ
ー
ジ
。

40　
『
生
物
の
世
界
』、『
全
集
』
第
一
巻
一
四
五
ペ
ー
ジ
。

41　

同
、
一
四
四
ペ
ー
ジ
。

42　
「
論
理
と
生
命
」、『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
Ⅱ
』
一
八
七
ペ
ー
ジ
。

43　
「
動
物
的
生
命
の
世
界
は
種
の
形
態
を
構
成
し
行
く
が
、
歴
史
的
身
体
的
な
る
人
間

の
世
界
は
、
し
か
の
み
な
ら
ず
、
社
会
を
形
成
し
て
行
く
の
で
あ
る
。」
同
、
二
五
四

ペ
ー
ジ
。
同
様
の
見
解
・
表
現
は
西
田
の
さ
ま
ざ
ま
な
著
作
に
頻
出
す
る
。

44　
「
西
田
さ
ん
は
、﹇
中
略
﹈
東
洋
的
思
想
を
西
洋
哲
学
の
論
理
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う

と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
無
理
な
こ
と
で
あ
り
、
け
っ
き
ょ
く
は

失
敗
に
お
わ
っ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
気
が
す
る
。」「
哲
学
の
こ
と
ど
も
」

（
一
九
七
一
年
）、『
全
集
』
第
九
巻
四
五
四
ペ
ー
ジ
。

45　
『
生
物
の
世
界
』、『
全
集
』
第
一
巻
一
四
〇
ペ
ー
ジ
。

46　
「
霊
長
類
研
究
グ
ル
ー
プ
の
立
場
」、『
全
集
』
第
七
巻
八
一
ペ
ー
ジ
。

47　
「「
今
西
自
然
学
」
に
つ
い
て
」、『
全
集
』
第
一
三
巻
五
ペ
ー
ジ
。

48　

同
、
七
ペ
ー
ジ
。

49　
「
カ
ゲ
ロ
ウ
幼
虫
か
ら
自
然
学
へ
」（
一
九
八
三
年
）、『
全
集
』
第
一
三
巻
五
六
ペ
ー
ジ
。

50　
「
自
然
学
へ
至
る
道
」（
一
九
八
四
年
）、『
全
集
』
第
一
三
巻
二
六
二
ペ
ー
ジ
。

51　
「
生
態
学
と
自
然
学
と
の
あ
い
だ
」（
一
九
八
六
年
）、『
全
集
』
第
一
三
巻
二
八
八

ペ
ー
ジ
。
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52　

た
と
え
ば
「
自
然
学
へ
至
る
道
」、『
全
集
』
第
一
三
巻
二
七
五
ペ
ー
ジ
。

53　
「
自
然
を
ど
う
み
る
か
」（
一
九
八
二
年
）、『
全
集
』
第
一
三
巻
二
三
ペ
ー
ジ
。

54　
「
あ
る
対
話
」（
一
九
八
〇
年
）、『
全
集
』
第
一
一
巻
三
一
一
ペ
ー
ジ
。

55　

同
、
三
一
三
ペ
ー
ジ
。

56　
「
小
田
柿
進
二
著
『
文
明
の
な
か
の
生
物
社
会
』
の
序
・
生
物
社
会
学
の
こ
と
ど
も
」

（
一
九
八
五
年
）、『
全
集
』
第
一
三
巻
三
六
九
ペ
ー
ジ
。
こ
の
直
観
が
プ
ロ
ト
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
り
、ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
帰
属
意
識
）
以
前
の
無
意
識
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
「
プ
ロ
ト
（
原
）」
の
語
が
つ
け
ら
れ
た
。

57　

今
西
グ
ル
ー
プ
の
仕
事
を
高
く
評
価
す
る
オ
ラ
ン
ダ
出
身
の
霊
長
類
学
者
フ
ラ
ン

ス
・
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
（
一
九
四
八
―　

）
は
、
類
人
猿
や
そ
の
他
の
哺
乳
類
、
さ
ら

に
は
人
間
に
み
ら
れ
る
、無
意
識
の
う
ち
に
他
者
の
身
体
行
動
の
中
に
自
己
を
投
影
す

る
こ
と
で
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
性
向
を
、リ
ッ
プ
ス
の
「E

in
fü

h
ru

n
g

（
感

情
移
入
）」
の
英
訳
語
で
あ
る
「em

p
ath

y
（
共
感
）」
の
語
で
呼
び
、
そ
れ
が
動
物

の
社
会
行
動
と
、そ
の
延
長
上
に
あ
る
人
間
の
道
徳
と
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
と
述
べ

る
。F

ran
s de W

aal, T
h

e A
ge of E

m
path

y. N
atu

re’s L
esson

s for a K
in

d
er 

S
ociety, N

ew
 Y

ork, 2009.

『
共
感
の
時
代
へ　

動
物
行
動
学
が
教
え
て
く
れ
る
こ

と
』
柴
田
裕
之
訳
、
西
田
利
貞
解
説
、
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
一
〇
年
。

58　

個
体
識
別
法
は
今
西
が
最
初
の
発
明
者
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
ク
ラ
レ
ン
ス
・

レ
イ
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
（
一
九
〇
五
―
七
五
）
が
一
九
三
〇
年
代
に
先
ん
じ
て
行
っ
て

い
た
。
し
か
し
、フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
終
了
後
に
サ
ル
を
撃
ち
殺
し
て
胃
の
内
容
物
を
調

べ
、
剥
製
標
本
に
し
て
持
ち
帰
る
と
い
う
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
の
研
究
方
法
は
、
今
西
の
そ

れ
と
は
か
な
り
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
松
沢
哲
郎
「
今
西
錦
司
と
パ
イ
オ
ニ
ア
・
ワ
ー

ク　

山
登
り
か
ら
霊
長
類
学
へ
向
か
う
軌
跡
」『
科
学
』（
岩
波
書
店
）
第
七
三
巻
第

一
二
号
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
、
一
三
四
七
ペ
ー
ジ
。

59　
『
人
間
以
前
の
社
会
』、『
全
集
』
第
五
巻
八
―
二
〇
ペ
ー
ジ
。

60　
『
生
物
の
世
界
』、『
全
集
』
第
一
巻
二
〇
ペ
ー
ジ
。

（
本
学
非
常
勤
講
師
）


