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は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
構
成
主
義
的
情
動
理
論
を
用
い
た
ホ
ラ
ー
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
新
し
い
解
決
方
法
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
日
常
生
活

に
お
い
て
、
大
方
の
人
は
積
極
的
に
危
険
に
身
を
晒
し
て
恐
怖
を
経
験
し
よ
う
と
し
な
い
。
夜
道
で
猪
に
出
会
え
ば
別
の
道
を
使
う
し
、

車
が
よ
く
通
る
道
で
は
信
号
を
無
視
し
な
い
。
こ
う
し
て
猪
や
事
故
と
い
っ
た
恐
怖
の
対
象
か
ら
自
ら
を
遠
ざ
け
る
こ
と
で
、
恐
怖
を
回

避
し
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
恐
怖
に
お
い
て
は
話
が
違
っ
て
く
る
。
映
画
や
小
説
な
ど
の
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は

鑑
賞
者
に
恐
怖
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
鑑
賞
者
も
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
ホ
ラ
ー
映
画
は
毎
年
何
作
品
も
公
開
さ
れ
、

多
く
の
人
が
足
を
運
ん
で
い
る
。
恐
怖
が
忌
避
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
鑑
賞
す
る
人
が
な
ぜ
絶
え
ず
存

在
す
る
の
か
。
こ
の
矛
盾
に
付
け
ら
れ
た
名
が
「
ホ
ラ
ー
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
は
北
米
の
美
学
者
ノ
エ
ル
・
キ
ャ
ロ
ル
（
一
九
四
七–

）
が
一
九
九
〇
年
の
『
ホ
ラ
ー
の
哲
学
：
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
感
情
を
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め
ぐ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
で
提
起
し
た
も
の
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
始
ま
り
デ
ュ
ボ
ス
や
ヒ
ュ
ー
ム
に
も
論
じ
ら
れ
た
「
悲
劇
の
快
」

に
関
わ
る
議
論
を
背
景
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
、
人
間
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
問
い
で
あ
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ク

ス
は
と
り
わ
け
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
、
神
経
科
学
を
応
用
し
た
心
理
学
理
論
を
用
い
て
の
解
決
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
心
理
学
理

論
の
側
に
も
常
に
進
展
が
あ
る
た
め
に
、
パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
決
法
に
も
更
新
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
な
か
の
一
つ
に
、
本
稿

で
取
り
上
げ
る
構
成
主
義
的
情
動
理
論
が
あ
る
。
こ
の
理
論
は
、
感
情
心
理
学
者
リ
サ
・
フ
ェ
ル
ド
マ
ン
・
バ
レ
ッ
ト
が
旗
手
と
な
っ
て

提
唱
し
て
い
る
も
の
で
、
情
動
が
生
得
的
な
刺
激
－
反
応
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
と
い
う
従
来
の
説
を
否
定
し
、
代
わ
り
に
、
情

動
は
概
念
と
し
て
、
環
境
や
文
化
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
後
天
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
と
主
張
す
る
も
の
だ
。
本
稿
の
ね
ら
い
は
構

成
主
義
的
情
動
理
論
を
キ
ャ
ロ
ル
の
議
論
に
導
入
し
、
そ
の
利
点
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
「
ホ
ラ
ー
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
の
新
た
な
解
決
法

を
示
す
こ
と
に
あ
る
。

　

以
下
、
第
一
節
で
キ
ャ
ロ
ル
に
よ
る
議
論
を
概
説
し
た
う
え
で
、
第
二
節
で
は
そ
れ
が
持
つ
三
つ
の
問
題
（「
認
知
／
評
価
説
」
の
問

題
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
概
念
の
問
題
、
パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
決
法
の
問
題
）
を
示
す
。
続
く
第
三
節
で
構
成
主
義
的
情
動
理
論
を
概
説
し
た
の

ち
、
第
四
節
で
先
に
挙
げ
た
三
つ
の
問
題
を
構
成
主
義
的
情
動
理
論
に
よ
っ
て
解
決
す
る
。

１　
『
ホ
ラ
ー
の
哲
学
』
概
要

　

本
節
で
は
、
ノ
エ
ル
・
キ
ャ
ロ
ル
に
よ
る
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
二
つ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
提
起
と
そ
の
解
決
が
、
い
か
に
し

て
な
さ
れ
た
の
か
を
概
観
す
る
。

　

キ
ャ
ロ
ル
は
『
ホ
ラ
ー
の
哲
学
：
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
感
情
を
め
ぐ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
に
お
い
て
、
二
つ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
提
示
し
た
。
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フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
、
ホ
ラ
ー
の
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
つ
い
て
の
議
論
を
通
し
て
キ
ャ
ロ
ル

は
、
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
観
客
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
感
情
的
反
応
、
ひ
い
て
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
人
間
の
感
情
の
関
わ
り
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、「
な
ぜ
虚
構
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
心
が
動
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る

の
か
」
と
い
う
も
の
だ
。
こ
れ
は
キ
ャ
ロ
ル
に
よ
っ
て
次
の
三
つ
の
命
題
が
作
り
出
す
矛
盾
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。

⑴
わ
た
し
た
ち
は
本
当
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
心
を
動
か
さ
れ
て
い
る
。

⑵
わ
た
し
た
ち
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
現
実
の
も
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

⑶
わ
た
し
た
ち
が
現
実
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
も
の
だ
け
が
、
わ
た
し
た
ち
の
心
を
本
当
に
動
か
す1

。

パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
命
題
が
全
て
成
立
す
る
と
仮
定
し
た
と
き
に
起
こ
る
問
題
で
あ
る
の
で
、
ど
れ
か
一
つ
を
否
定
す
る

こ
と
で
解
決
で
き
る
。
キ
ャ
ロ
ル
は
三
番
目
の
命
題
を
否
定
す
る
戦
略
を
と
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
現
実
で
あ
る
と
信
じ
て
い
な
い
も

の
に
対
し
て
も
、
私
た
ち
は
心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ロ
ル
は
こ
れ
を
、「
人
は
思
考
内
容
に
恐
怖
す
る

こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
で
説
明
す
る
。
で
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
思
考
内
容
へ
の
恐
怖
と
は
何
か
。

　

例
え
ば
、
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
展
望
台
で
床
が
透
明
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
立
っ
て
恐
怖
を
感
じ
て
い
る
人
が
い
る
と
す
る
。
そ

の
人
は
は
る
か
高
所
か
ら
地
面
を
見
下
ろ
せ
る
透
明
の
床
を
見
て
、
自
分
が
落
下
す
る
こ
と
を
想
像
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
恐
怖
し
て
い
る
。

こ
の
と
き
、
恐
怖
は
身
に
差
し
迫
っ
た
危
険
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
立
っ
て
い
る
場
所
が
安
全
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
上
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で
生
じ
る
、「
落
下
す
る
」
と
い
う
思
考
内
容
を
対
象
と
し
て
い
る
。
キ
ャ
ロ
ル
は
こ
う
し
た
場
合
の
「
思
考
内
容
」
の
内
実
を
、「
空
間

を
急
速
に
落
ち
て
い
く
と
い
う
心
的
イ
メ
ー
ジ2

」
と
し
て
い
る
。
落
下
す
る
と
い
う
想
像
に
伴
う
内
容
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
恐
怖
を

も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ロ
ル
は
こ
の
考
え
を
、
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
対
す
る
恐
怖
の
対
象
が
作
品
に
登
場
す
る
モ
ン
ス
タ
ー
で

あ
る
こ
と
と
組
み
合
わ
せ
る
。
つ
ま
り
、
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
鑑
賞
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
モ
ン
ス
タ
ー
に
つ
い
て
の
思
考
内
容
が

恐
怖
の
対
象
で
あ
り
、
こ
の
恐
怖
は
真
性
の
感
情
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

ホ
ラ
ー
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
「
人
は
な
ぜ
忌
避
感
を
与
え
る
も
の
に
惹
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
る
の
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る3

」
と

ま
と
め
ら
れ
る
。ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
そ
の
主
な
目
的
と
機
能
の
ひ
と
つ
に
、鑑
賞
者
に
恐
怖
を
与
え
る
こ
と
を
も
つ
。そ
の
た
め
に
、

ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
不
安
や
拒
否
感
を
与
え
る
も
の
を
用
い
る
。
こ
う
し
た
感
情
を
喚
起
す
る
も
の
は
、
通
常
私
た
ち
に
忌
避
感
を

与
え
る
は
ず
だ
。
で
は
な
ぜ
、
そ
う
し
た
も
の
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
か
。
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
解
消
す
る
た
め
に
、
キ
ャ
ロ
ル

は
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
鑑
賞
者
に
与
え
る
快
に
訴
え
る
。
つ
ま
り
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
与
え
る
快
が
、
恐
怖
や
嫌
悪
を
補
っ
て

あ
ま
り
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
快
は
プ
ロ
ッ
ト
が
与
え
る
認
知
的
快
で
あ
る
。
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
プ
ロ
ッ
ト
は
超

自
然
的
な
モ
ン
ス
タ
ー
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
プ
ロ
ッ
ト
の
各
段
階
に
お
い
て
、「
主
人
公
は
街
の
人
々
に
モ
ン
ス
タ
ー
の
存
在
を
信

じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
や
、「
モ
ン
ス
タ
ー
の
正
体
は
何
か
」
ま
た
「
主
人
公
た
ち
は
モ
ン
ス
タ
ー
を
打
ち
倒
す
こ
と
が
で
き
る
か
」

と
い
っ
た
問
い
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
が
解
決
さ
れ
な
が
ら
物
語
が
進
行
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
鑑
賞
者
は
認
知
的
快
を
得
る
こ
と
が

で
き
、
そ
れ
が
恐
怖
や
嫌
悪
を
補
償
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
キ
ャ
ロ
ル
の
主
張
で
あ
る
。
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２　
『
ホ
ラ
ー
の
哲
学
』
の
三
つ
の
問
題

　

本
節
で
は
以
上
に
紹
介
し
た
キ
ャ
ロ
ル
の
議
論
に
関
す
る
三
つ
の
問
題
を
指
摘
す
る
。
一
つ
め
は
キ
ャ
ロ
ル
が
依
拠
し
た
心
理
学
理
論

に
つ
い
て
の
も
の
で
、
二
つ
め
は
こ
の
議
論
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
批
判
さ
れ
て
き
た
か
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
三
つ
め
は
、

パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
決
法
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。

２–

１　
「
認
知
／
評
価
説
」
問
題

　

キ
ャ
ロ
ル
は
パ
ラ
ド
ク
ス
を
解
決
す
る
前
段
階
に
、
感
情
と
は
何
か
に
つ
い
て
自
ら
が
依
拠
す
る
理
論
を
明
示
し
て
い
る
。
鑑
賞
者
に

恐
怖
を
呼
び
起
こ
す
意
図
を
持
っ
て
作
ら
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
恐
怖
と
い
う
感
情
の
関
わ
り
に
つ

い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
感
情
と
は
何
か
、
つ
ま
り
感
情
と
は
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
発
生
す
る
、
ど
の
よ
う
な
性
質
の

も
の
か
が
問
題
に
な
る
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
は
実
際
に
ホ
ラ
ー
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
重
要
な
論
点
に
な
り
う
る
。
例
え
ば
、
ベ
リ
ス
・
ゴ
ー

ト(

一
九
九
三)

に
よ
る
キ
ャ
ロ
ル
へ
の
反
論
は
、
感
情
の
対
象
の
不
快
さ
と
、
対
象
の
危
険
性
な
ど
の
否
定
的
評
価
の
混
同
を
指
摘
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
感
情
が
対
象
を
持
ち
、
対
象
へ
の
評
価
に
関
わ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
議
論
は
感
情
の
正
体
に

つ
い
て
の
前
提
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
は
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
キ
ャ
ロ
ル
の
議
論
に
と
っ
て
感
情
と
は
何
で
あ

る
か
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
お
い
て
こ
の
議
論
は
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
、
ま
ず
は
キ
ャ
ロ
ル
が
感
情
と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
。

　

キ
ャ
ロ
ル
は
感
情
に
つ
い
て
自
ら
が
「
認
知
／
評
価
説
」
と
呼
ぶ
立
場
を
と
り
、
感
情
に
は
認
知
に
よ
る
評
価
的
要
素
と
身
体
的
要
素

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
の
認
知
的
要
素
は
対
象
へ
の
命
題
的
態
度
と
言
い
換
え
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
ト
ラ
ッ
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ク
に
轢
か
れ
そ
う
に
な
り
、
恐
怖
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
と
き
、「
ト
ラ
ッ
ク
に
轢
か
れ
そ
う
な
の
で
、
危
険
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
評

価
に
あ
た
る
。
評
価
は
命
題
の
形
を
と
っ
て
表
さ
れ
、
主
体
が
恐
怖
を
感
じ
る
時
に
信
念
か
思
考
と
し
て
持
っ
て
い
る
も
の
だ
。
そ
し
て

こ
の
「
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
が
危
険
で
あ
る
」
と
い
う
信
念
（
ま
た
は
思
考
）
が
身
体
の
興
奮
状
態
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る4

。

　

キ
ャ
ロ
ル
は
註
に
お
い
て
、
感
情
に
つ
い
て
の
心
理
学
的
な
説
に
つ
い
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ラ
イ
オ
ン
ズ
（
一
九
八
〇
）
の
も
の
に
従
っ

て
い
る
と
明
言
し
て
い
る5

た
め
、
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
説
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
概
説
す
る
。

　

ラ
イ
オ
ン
ズ
は
『
感
情
』
に
お
い
て
因
果
的
評
価
理
論(causal - evaluative theory of em

otion)

を
提
示
し
て
い
る
。
感
情
が
発
生
す

る
仕
組
み
に
つ
い
て
は
キ
ャ
ロ
ル
が
述
べ
て
い
る
通
り
な
の
だ
が
、
キ
ャ
ロ
ル
の
主
張
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
主
張
を
含

め
て
こ
の
理
論
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
説
明
す
る
。
こ
の
理
論
は
次
の
六
つ
の
命
題
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。

⑴
（
こ
の
理
論
は
）
傾
向
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
感
情
よ
り
は
む
し
ろ
、
顕
在
的
な
感
情
状
態
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
。

⑵
顕
在
的
状
態
と
し
て
の
感
情
と
い
う
概
念
は
、
そ
の
主
体
に
お
け
る
通
常
と
は
異
な
る
生
理
学
的
変
化
を
引
き
起
こ
す
評
価

へ
の
言
及
を
伴
う
。

⑶
私
た
ち
が
諸
々
の
感
情
を
差
異
化
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
評
価
的
な
視
点
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

⑷
特
定
の
感
情
状
態
と
い
う
概
念
は
、
評
価
や
生
理
学
的
変
化
と
同
様
に
欲
望
を
含
み
う
る
。

⑸
中
心
的
な
評
価
的
側
面
は
、
理
性
的
で
合
理
的
な
欲
望
と
の
繋
が
り
を
経
由
し
て
感
情
的
な
振
る
舞
い
を
も
た
ら
す
。

⑹
評
価
を
下
す
こ
と
を
感
情
の
中
心
に
置
く
こ
と
は
、
感
情
に
実
体
が
な
い
こ
と
や
感
情
が
客
観
的
で
な
い
こ
と
を
意
味
し
な

い6

。
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ラ
イ
オ
ン
ズ
は
ま
ず
理
論
の
対
象
と
す
る
感
情
を
限
定
す
る
。
感
情
に
は
傾
向
的(dispositional)

な
も
の
と
、
顕
在
的(occurrent)

な

も
の
が
あ
る
。
顕
在
的
な
感
情
は
表
情
や
身
体
変
化
な
ど
の
表
出
を
伴
う
、
今
ま
さ
に
発
生(occur)

し
て
い
る
感
情
で
あ
り
、
こ
の
理

論
の
対
象
で
あ
る
。
傾
向
的
感
情
は
、
ラ
イ
オ
ン
ズ
と
キ
ャ
ロ
ル
が
と
も
に
議
論
か
ら
省
い
て
い
る
も
の
で
、
あ
る
刺
激
に
対
し
て
特
定

の
感
情
反
応
が
見
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
指
す
。
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
例
に
従
え
ば
、
父
親
の
車
を
傷
つ
け
て
し
ま
い
、
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
父
親
が
怒
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
良
い
。
追
加
の
条
件
と
し
て
、
父
親
は
テ
レ
ビ
を
見
た
り
、
猫
に
餌
を
や
っ
た
り
し
て
い
て
、

怒
っ
て
い
る
様
子
を
見
せ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
と
き
、
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
車
の
話
題
を
持
ち
か
け
る
こ
と
で
、
顕
在
的
な
怒
り
を

引
き
出
せ
る
可
能
性
は
高
い
と
言
え
て
、
こ
う
し
た
場
合
の
怒
り
は
傾
向
的
感
情
と
言
わ
れ
る7

。
こ
の
傾
向
的
感
情
は
潜
在
的
な
も
の

で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
起
こ
る
も
の
か
の
因
果
的
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、「
父
親
が
怒
っ
て
い
る
」

と
言
う
と
き
の
典
型
事
例
は
父
親
が
怒
り
の
顕
在
的
感
情
を
抱
い
て
い
る
時
で
あ
る
た
め
に
、
私
た
ち
が
通
常
「
怒
り
」
と
呼
ぶ
も
の
を

解
明
す
る
の
に
は
顕
在
的
感
情
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
の
で
十
分
で
あ
る8

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ラ
イ
オ
ン
ズ
は
顕
在
的
感
情
に

対
象
を
絞
っ
て
議
論
を
進
め
る
。

　

因
果
的
評
価
理
論
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
感
情
生
起
の
因
果
的
フ
ロ
ー
で
あ
る9

。
ラ
イ
オ
ン
ズ
に
よ
る
と
そ
れ
は
、
顕

在
的
感
情
を
引
き
起
こ
す
な
ん
ら
か
の
刺
激
へ
の
評
価
か
ら
始
ま
る
。
例
え
ば
、
犬
が
苦
手
な
人
が
獰
猛
な
犬
と
対
峙
し
た
と
す
る
。
そ

の
人
は
犬
を
自
分
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
そ
の
評
価
は
、犬
か
ら
逃
げ
た
い
と
い
う
欲
求
を
生
む
。
こ
の
評
価
と
欲
求
が
、

通
常
と
は
異
な
る(abnorm

al)

生
理
的
状
態
を
引
き
起
こ
す
。
そ
し
て
こ
の
時
の
態
度
に
起
因
す
る
心
身
相
関
的
状
態
（psychosom

atic 

state

）
が
感
情
な
の
で
あ
る10

。
ま
た
、
感
情
は
評
価
に
よ
っ
て
差
異
化
さ
れ
る
。
こ
の
主
張
の
背
景
に
は
、
身
体
反
応
に
よ
っ
て
感
情
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を
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
恐
怖
し
て
い
る
人
の
間
に
も
、
冷
や
汗
を
か
く
人
や
そ
う
で
な
い
人
、
ま
た
は
手

が
震
え
る
人
や
そ
う
で
な
い
人
が
い
る
よ
う
に
、
身
体
反
応
は
感
情
の
指
標
に
な
ら
な
い
。
恐
怖
に
つ
い
て
共
有
さ
れ
て
い
る
の
は
危
険

と
い
う
評
価
で
あ
り
、
こ
の
評
価
を
も
と
に
し
て
、
同
じ
く
手
の
震
え
て
い
る
人
を
恐
怖
し
て
い
る
人
と
怒
っ
て
い
る
人
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

ラ
イ
オ
ン
ズ
の
因
果
的
評
価
理
論
は
、
当
該
書
が
出
版
さ
れ
た
後
に
起
こ
っ
た
情
動
理
論
上
の
論
争
を
経
て
、
批
判
的
に
検
討
さ
れ
る

べ
き
も
の
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
情
動
の
認
知
的
評
価
説
に
関
す
る
ザ
イ
ア
ン
ス
・
ラ
ザ
ル
ス
論
争
で
あ
る
。

　

こ
の
論
争
の
発
端
は
、
ザ
イ
ア
ン
ス
が
一
九
八
〇
年
に
発
表
し
た
論
文
「
感
覚
と
思
考
：
好
み
に
推
論
は
要
ら
な
い
」
で
あ
る
。
こ
の

論
文
で
ザ
イ
ア
ン
ス
は
感
情
の
生
起
に
な
ん
ら
か
の
評
価
的
態
度
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
に
反
論
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
認
知
的

評
価
説
を
擁
護
し
た
代
表
的
な
論
者
が
ラ
ザ
ル
ス
で
あ
る
。
ラ
ザ
ル
ス
は
一
九
八
三
年
の
論
文
で
最
初
の
反
論
を
行
い
、
一
九
八
四
年
に

は
両
者
が
立
て
続
け
に
論
文
を
発
表
し
て
論
争
は
最
高
潮
に
達
し
た11

。
本
稿
に
お
い
て
は
そ
の
論
争
を
詳
細
に
追
う
こ
と
は
せ
ず
、
ラ

イ
オ
ン
ズ
の
理
論
に
対
し
て
重
要
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
箇
所
を
強
調
し
て
紹
介
す
る
。
ま
た
、ラ
イ
オ
ン
ズ
の
著
作
が
感
情（em

otion

）

で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
論
争
の
中
心
は
情
動
（affect

）
で
あ
る
が
、
ラ
イ
オ
ン
ズ
が
理
論
化
し
た
対
象
で
あ
る
顕
在
的
感
情
が
そ
の

議
論
上
の
性
質
か
ら
、
こ
こ
で
は
情
動
と
同
一
視
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
進
め
る
。

　

ザ
イ
ア
ン
ス
の
認
知
評
価
説
へ
の
反
論
は
、
一
九
八
四
年
の
論
文
で
五
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

１ 

情
動
反
応
は
系
統
発
生
的
に
も
個
体
発
生
的
に
も
認
知
に
先
立
つ12

。

２ 

情
動
と
認
知
の
解
剖
学
的
な
神
経
構
造
は
別
で
あ
る13

。
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３ 

評
価
と
情
動
は
し
ば
し
ば
相
関
せ
ず
関
係
が
な
い14

。

４ 

新
し
い
情
動
反
応
は
明
白
な
評
価
の
関
与
が
な
く
て
も
成
立
す
る15

。

５ 
情
動
状
態
は
非
認
知
的
で
非
知
覚
的
な
方
法
で
引
き
起
こ
さ
れ
う
る16

。

ザ
イ
ア
ン
ス
は
五
番
目
の
根
拠
と
し
て
、
薬
や
ホ
ル
モ
ン
投
与
や
脳
へ
の
電
気
刺
激
ま
た
は
表
情
を
変
え
る
こ
と
が
情
動
を
引
き
起
こ
し

う
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る17

。
こ
う
し
た
場
合
に
情
動
に
評
価
は
介
在
し
て
い
な
い
。
ラ
ザ
ル
ス
は
同
年
の
論
文
で
、
最
初
の
四
つ
に
関

し
て
は
反
論
を
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
五
番
目
の
根
拠
に
は
反
応
し
て
い
な
い18

。
身
体
的
な
操
作
の
み
か
ら
情
動
経
験
を
作
る
こ
と

が
で
き
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
は
反
論
で
き
て
い
な
い
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
顕
在
的
感
情
に
も
評
価
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
ラ
イ
オ

ン
ズ
の
主
張
に
対
し
て
も
重
要
な
反
論
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
お
い
て
キ
ャ
ロ
ル
が
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
理
論
を
採
用
す
る
こ

と
を
積
極
的
に
擁
護
す
る
理
由
は
な
い
。
と
い
う
の
も
実
際
の
と
こ
ろ
、
キ
ャ
ロ
ル
が
な
ぜ
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
説
を
採
用
し
た
の
か
は
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
理
論
を
も
と
に
し
た
「
認
知
／
評
価
説
」
は
、
ザ
イ
ア
ン
ス

の
反
論
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

加
え
て
、
因
果
的
評
価
理
論
は
、
評
価
が
い
か
に
身
体
的
反
応
を
引
き
起
こ
す
の
か
に
つ
い
て
は
説
明
を
拒
否
し
て
い
る
。
生
理
学
的

な
身
体
的
反
応
が
評
価
に
後
続
す
る
こ
と
が
、
他
の
要
素
の
介
入
が
な
さ
そ
う
な
仕
方
で
観
察
さ
れ
た
場
合
に
、
評
価
が
生
理
学
的
変
化

を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
主
張
す
る
に
十
分
で
あ
る
と
言
え
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る19

。
し
か
し
こ
こ
に
も
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
、

理
論
の
名
前
と
は
裏
腹
に
、
こ
の
主
張
に
お
い
て
評
価
と
感
情
の
間
に
見
ら
れ
る
の
は
因
果
関
係
で
は
な
く
相
関
関
係
で
あ
る
。
次
に
、

評
価
が
発
生
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
は
内
観
に
よ
っ
て
し
か
知
り
得
な
い
以
上
、
生
理
学
的
変
化
と
の
前
後
関
係
を
正
確
に
知
る
こ
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と
は
か
な
り
難
し
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
理
論
を
基
盤
と
し
た
「
認
知
／
評
価
説
」
は
、
情
動
理
論
上
の
論
争
に
お
い
て
擁
護
し
難
く
、
理

論
と
し
て
も
問
題
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
が『
ホ
ラ
ー
の
哲
学
』に
関
す
る
一
つ
め
の
問
題
で
あ
る
。
以
下
で
は
こ
の
問
題
を「「
認

知
／
評
価
説
」
の
問
題
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

２–

２　
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
概
念
の
問
題

　

二
つ
め
の
問
題
は
、『
ホ
ラ
ー
の
哲
学
』
へ
の
反
応
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
提
起
す
る
問
題
は
、『
ホ
ラ
ー
の
哲
学
』
で
示
さ

れ
た
キ
ャ
ロ
ル
の
ホ
ラ
ー
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
決
法
へ
の
反
論
が
、
こ
と
ご
と
く
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
と
い
う
特
殊
な
感
情
を
捉
え
損
ね
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
ま
つ
わ
る
。
キ
ャ
ロ
ル
の
議
論
は
、
恐
怖
や
嫌
悪
で
は
な
く
明
ら
か
に
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
し
、

そ
う
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
こ
の
問
題
提
起
の
基
本
的
な
考
え
で
あ
る
。
で
は
こ
の
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
キ
ャ

ロ
ル
は
、
ま
ず
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ホ
ラ
ー
（natural horror
）
と
の
対
比
か
ら
こ
の
概
念
を
導
入
す
る
。
す
な
わ
ち
、
環
境
破
壊
や
ナ
チ
ス
に

よ
る
虐
殺
な
ど
、
現
実
世
界
の
物
事
に
対
す
る
恐
怖
で
は
な
く
、
小
説
や
映
画
そ
し
て
テ
レ
ビ
番
組
と
い
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
対
す
る

恐
怖
と
し
て
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
は
定
義
さ
れ
る
。
ま
た
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
は
「
特
定
の
ジ
ャ
ン
ル
の
制
作
物20

」
を
指
示
し
て
も
い
る
。
今

回
は
ジ
ャ
ン
ル
論
に
立
ち
入
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
で
の
「
特
定
の
ジ
ャ
ン
ル
」
は
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
ホ
ラ
ー
を
指
し
て
い
る
と
の
理

解
で
十
分
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
感
情
と
し
て
の
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
に
は
、
か
な
り
強
い
定
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
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「
鑑
賞
者
の
一
員
と
し
て
の
わ
た
し
」
が
モ
ン
ス
タ
ー
に
襲
わ
れ
た
虚
構
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
描
写
と
類
似
し
た
感
情
状
態
に
あ

る
と
仮
定
し
よ
う
。
わ
た
し
が
、
何
ら
か
の
モ
ン
ス
タ
ー
Ｘ
、
例
え
ば
ド
ラ
キ
ュ
ラ
に
よ
っ
て
顕
在
的
に
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
を
い

だ
く
の
は
、
次
の
場
合
で
あ
り
か
つ
次
の
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
⑴
わ
た
し
は
何
ら
か
の
異
常
な
身
体
的
興
奮
（
震
え
、
ぞ
く

ぞ
く
す
る
こ
と
、
叫
び
な
ど
）
を
感
覚
す
る
状
態
に
あ
る
。
⑵
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
思
考
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る̶

̶

(a)
ド
ラ
キ
ュ
ラ
は
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
な
評
価
的
思
考
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る̶

̶

(b)

ド
ラ
キ
ュ
ラ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
描
か
れ
て
い
る
仕
方
で
身
体
的
に
（
お
そ
ら
く
道
徳
的
に
も
社
会
的
に
も
）
危
険
で
あ
る
と

い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
(c)
ド
ラ
キ
ュ
ラ
は
不
浄
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
⑶
こ
の
際
、
通
常
こ
れ
ら
の
思
考

に
は
ド
ラ
キ
ュ
ラ
の
よ
う
な
も
の
に
触
れ
る
こ
と
を
避
け
た
い
と
い
う
欲
求
が
伴
っ
て
い
る21

。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
対
象
と
対
象
へ
向
け
ら
れ
る
感
情
で
あ
る
。
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
の
対
象
は
超
自
然
的
な
モ
ン
ス
タ
ー
に
限
ら
れ
る22

。

こ
の
超
自
然
的
モ
ン
ス
タ
ー
に
向
け
ら
れ
る
評
価
は
危
険
と
不
浄
で
あ
り
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
に
は
「
認
知
／
評
価
説
」
に
お
い
て
通
常
別

個
に
捉
え
ら
れ
る
、
恐
怖
と
嫌
悪
の
二
つ
の
感
情
が
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
と
い
う

概
念
と
、
通
常
の
意
味
で
の
「
恐
怖
」
は
全
く
別
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
ホ
ラ
ー
に
つ
い
て
考
え
る
時
に
、

し
ば
し
ば
現
実
の
物
事
に
つ
い
て
感
じ
ら
れ
る
恐
怖
や
嫌
悪
、
つ
ま
り
は
崖
か
ら
落
ち
そ
う
に
な
っ
た
り
、
大
型
犬
に
追
い
か
け
ら
れ
た

り
す
る
恐
怖
や
、
汚
物
や
苦
味
と
い
っ
た
も
の
へ
の
嫌
悪
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
い
か
に
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
か
が
考
察
さ
れ

る
。
そ
う
し
た
恐
怖
や
嫌
悪
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
恐
怖
や
嫌
悪
が
ど
の
く
ら
い
似
て
い
る
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
。

し
か
し
キ
ャ
ロ
ル
の
議
論
に
お
い
て
は
そ
の
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
現
実
の
物
事
に
対
す
る
恐
怖
は
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ホ
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ラ
ー
と
し
て
議
論
か
ら
は
退
け
ら
れ
る
か
ら
だ
。
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ホ
ラ
ー
は
現
実
の
物
事
に
対
す
る
危
険
と
い
う
評
価
か
ら
発
生
す
る
も
の

だ
が
、
こ
こ
で
は
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
の
条
件
で
あ
る
不
浄
は
関
係
な
い
。
つ
ま
り
、
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ホ
ラ
ー
は
定
義
上
、
嫌
悪
の
感
情
を
含
ま

ず
と
も
成
立
す
る
。
反
対
に
、
嫌
悪
の
感
情
は
言
う
な
れ
ば
ナ
チ
ュ
ラ
ル
デ
ィ
ス
ガ
ス
ト
で
あ
り
、
通
常
の
語
の
使
用
と
し
て
は
恐
怖
と

は
分
離
さ
れ
る23

。
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
は「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
対
し
て
の
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ホ
ラ
ー
」の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
に
、

ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
を
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
対
し
て
の
ナ
チ
ュ
ラ
ル
デ
ィ
ス
ガ
ス
ト
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
と
い
う
概
念
の
特
殊
性
は
、
そ
の
対
象
の
狭
さ
を
除
い
て
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の

原
因
は
、パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
決
に
際
し
て
、多
く
の
研
究
者
が
神
経
科
学
や
心
理
学
に
訴
え
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。恐
怖(fear)

の
原
因
や
生
起
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
追
跡
す
る
研
究
は
あ
っ
て
も
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
と
い
う
心
理
学
上
の
概
念
は
な
く
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
の
神

経
パ
タ
ー
ン
を
追
跡
す
る
こ
と
は
提
案
さ
れ
な
い
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
「
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
の
特
殊
性
の
問
題
」
と
し
て
、
こ
の
概
念

を
キ
ャ
ロ
ル
の
提
示
し
た
定
義
通
り
に
捉
え
る
方
法
を
考
え
る
。

２–

３　
パ
ラ
ド
ク
ス
解
決
法
の
問
題

　

前
項
で
は
キ
ャ
ロ
ル
へ
の
反
応
が
持
つ
問
題
点
を
挙
げ
た
が
、
キ
ャ
ロ
ル
の
批
判
者
が
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
概
念
を
捉
え
損
ね
て
い
る
場
合

で
も
、そ
れ
に
よ
っ
て
直
ち
に
キ
ャ
ロ
ル
が
擁
護
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
ベ
リ
ス
・
ゴ
ー
ト
（
一
九
九
三
）
の
言
う
よ
う
に
キ
ャ

ロ
ル
の
「
プ
ロ
ッ
ト
に
よ
る
認
知
的
快
」
説
は
、
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
、
そ
れ
が
与
え
る
恐
怖
ゆ
え
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
説
明
し
な
い24

。
あ
る
ホ
ラ
ー
映
画
が「
怖
く
な
か
っ
た
」こ
と
で
批
判
さ
れ
る
と
い
う
の
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
状
況
で
あ
る
。
キ
ャ

ロ
ル
に
対
す
る
こ
う
し
た
批
判
は
全
く
正
当
な
も
の
だ
。



八坂隆広｜ Takahiro YASAKA 美学芸術学論集｜第 19 号｜ 92

　

ま
た
、
プ
ロ
ッ
ト
の
認
知
的
快
に
訴
え
る
議
論
は
、
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
好
ま
な
い
人
を
説
明
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
物
語
の
魅

力
の
あ
る
な
し
に
関
わ
ら
ず
、
ホ
ラ
ー
映
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
好
ま
な
い
人
は
映
画
が
恐
怖
を
与
え
る
部
分
を
嫌
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
キ
ャ
ロ
ル
の
見
地
で
は
、
ホ
ラ
ー
映
画
を
好
ま
な
い
人
は
、
プ
ロ
ッ
ト
の
快
が
恐
怖
や
嫌
悪
を
上
回
ら
な
い
、
つ
ま
り
ホ

ラ
ー
映
画
の
プ
ロ
ッ
ト
が
面
白
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
好
ま
な
い
人
に
つ
い

て
の
正
当
な
説
明
で
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ホ
ラ
ー
の
魅
力
に
つ
い
て
何
も
語
ら
ず
に
パ
ラ
ド
ク
ス
を
解
消
す
る
キ
ャ
ロ
ル
の
議
論
は
、
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
の
魅
力
を
捉
え
損
ね
て
い
る
だ
け
で
な
く
、ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
好
ま
な
い
人
に
つ
い
て
の
確
か
ら
し
い
説
明
も
で
き
な
い
。キ
ャ

ロ
ル
に
よ
る
ホ
ラ
ー
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
決
に
問
題
が
あ
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

３　
構
成
主
義
的
情
動
理
論

　

本
節
で
は
、「
認
知
／
評
価
説
」
の
問
題
と
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
の
特
殊
性
の
問
題
を
解
決
し
う
る
方
法
と
し
て
、
構
成
主
義
的
情
動
理
論

を
導
入
す
る
。

　
「
認
知
／
評
価
」
説
の
問
題
は
、「
評
価
が
身
体
反
応
を
引
き
起
こ
す
」
と
い
う
、
キ
ャ
ロ
ル
の
依
拠
し
た
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
理
論
に
お
い

て
核
心
と
な
る
主
張
を
現
時
点
で
擁
護
で
き
な
い
点
に
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
の
特
殊
性
の
問
題
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
キ
ャ
ロ
ル
の
定
義
に
お
い
て
、
感
情
と
し
て
の
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
は
危
険
や
不
浄
と
い
っ
た
評
価
に
よ
っ
て
発
生
す
る

も
の
だ
か
ら
だ
。
も
し
、
感
情
の
生
起
に
評
価
的
要
素
が
関
係
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
と
い
う
概
念
自
体
が
成
立
し
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
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こ
の
二
つ
の
問
題
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
、
本
稿
で
は
「
認
知
／
評
価
説
」
に
代
わ
る
心
理
学
理
論
の
導
入
を
検
討
す
る
。
こ
の
理

論
は
最
低
で
も
次
の
二
つ
の
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
め
は
、「
認
知
／
評
価
説
」
の
問
題
で
あ
っ
た
、
情
動
の
生
起

に
お
け
る
評
価
と
身
体
反
応
に
関
す
る
議
論
に
説
得
的
な
回
答
を
出
せ
る
こ
と
。
つ
ま
り
、
身
体
反
応
と
情
動
の
因
果
的
な
繋
が
り
を
説

明
し
て
い
る
こ
と
。
二
つ
め
は
、
そ
の
理
論
を
用
い
る
こ
と
で
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
が
説
明
で
き
る
こ
と
。
つ
ま
り
、「
危
険
」
や
「
不
浄
」

と
い
っ
た
評
価
が
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
に
と
っ
て
必
須
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
擁
護
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
満
た
し
、
か

つ
説
得
的
な
心
理
学
理
論
と
し
て
本
稿
で
は
構
成
主
義
的
情
動
理
論
を
導
入
す
る
。

　

こ
の
理
論
は
感
情
と
は
何
か
を
説
明
す
る
心
理
学
の
説
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
リ
サ
・
フ
ェ
ル
ド
マ
ン
・
バ
レ
ッ
ト
を
旗
手
と

し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
情
動
を
生
得
的
な
刺
激̶

反
応
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
環
境
や
文
化

に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
大
平
英
樹
に
よ
る
と
、「
構
成
主
義
的
情
動
理
論
は

い
ま
だ
明
確
な
理
論
体
系
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
る25

」
上
に
、
バ
レ
ッ
ト
の
主
張
も
文
献

ご
と
に
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
、
こ
こ
で
は
、
バ
レ
ッ
ト
が
二
〇
一
七
年
に
著
し
た
書
籍
と
論
文
に
基
づ
い
て
理

論
を
、
⑴
古
典
的
情
動
理
論
批
判
、
⑵
内
受
容
感
覚
の
解
釈
、
⑶
予
測
的
符
号
化
の
三
つ
の
論
点
に
分
け
て
導
入
す
る26

。

(1)
古
典
的
情
動
理
論
批
判

　

構
成
主
義
的
情
動
理
論
は
神
経
科
学
に
基
盤
を
持
つ
理
論
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
、
神
経
科
学
を
用
い
た
心
理
学
が
則
っ
て
き
た
前

提
を
否
定
す
る
。
そ
の
前
提
と
は
、
あ
る
外
界
か
ら
の
刺
激
が
脳
に
お
い
て
特
定
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
を
発
火
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
体
内

部
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
反
応
が
、
表
情
な
ど
身
体
の
表
面
に
お
い
て
も
あ
る
感
情
と
し
て
表
出
さ
れ
る
と
い
う
も
の
だ
。
つ
ま
り
悲
し
み

や
怒
り
な
ど
各
々
の
情
動
に
は
、
そ
の
基
盤
と
な
る
神
経
パ
タ
ー
ン
が
存
在
す
る
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
バ
レ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
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特
定
の
情
動
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
神
経
の
発
火
パ
タ
ー
ン
は
未
だ
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
情
動
の
身
体
的
指
標
に
は
一
貫
性
で
は
な
く
、

む
し
ろ
多
様
性
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
怒
り
や
怖
れ
と
い
っ
た
感
情
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
神
経
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(2)
内
受
容
感
覚
の
解
釈

　

大
平
（
二
〇
二
〇
）
に
従
っ
て
簡
潔
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
構
成
主
義
的
情
動
理
論
に
と
っ
て
情
動
と
は
中
核
的
気
分
状
態
で
あ
る
コ

ア
・
ア
フ
ェ
ク
ト
の
認
知
的
解
釈
に
よ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
で
あ
る
。
コ
ア
・
ア
フ
ェ
ク
ト
は
身
体
内
部
の
知
覚
で
あ
る
内
受
容
感
覚
に
基

づ
い
て
形
成
さ
れ
る
情
動
の
最
も
基
礎
的
な
状
態
で
あ
る2728

。
内
受
容
と
は
、
体
内
の
器
官
や
組
織
、
血
中
ホ
ル
モ
ン
、
免
疫
系
か
ら
発

せ
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
感
覚
情
報
の
脳
に
よ
る
表
象29

」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
内
受
容
に
由
来
す
る
感
覚
は
、
快
／
不
快
や
覚
醒
／
鎮
静

と
い
う
よ
う
に
二
元
的
に
表
現
さ
れ
る
。

内
受
容
は
通
常
、
単
純
な
快
、
不
快
、
興
奮
、
落
ち
着
き
な
ど
の
一
般
的
な
容
態
で
し
か
経
験
で
き
な
い
。
し
か
し
と
き
に
、

激
し
い
内
受
容
感
覚
の
生
起
を
情
動
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、構
成
主
義
的
情
動
理
論
の
重
要
な
要
素
を
な
す
。

目
覚
め
て
い
る
と
き
は
つ
ね
に
、
脳
は
感
覚
刺
激
に
意
味
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
に
は
内
受
容
に
関
す
る
刺
激
も
含
ま
れ
、
そ

の
結
果
生
成
さ
れ
る
意
味
は
、
情
動
の
イ
ン
ス
タ
ン
ス
で
も
あ
り
う
る30

。

「
単
純
な
快
、
不
快
、
興
奮
、
落
ち
着
き
」
と
い
っ
た
容
態
で
経
験
さ
れ
る
内
受
容
感
覚
は
、
同
様
に
二
元
的
な
表
現
が
与
え
ら
れ
る
コ
ア
・

ア
フ
ェ
ク
ト
と
同
一
視
で
き
る
。
こ
こ
で
情
動
は
コ
ア
・
ア
フ
ェ
ク
ト
＝
内
受
容
感
覚
の
解
釈
な
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
は
、
外
界
の

状
況
と
し
て
の
文
脈
と
、
脳
内
に
蓄
え
た
経
験
の
記
憶
や
持
っ
て
い
る
概
念
が
関
わ
る
。
こ
の
時
に
重
要
に
な
る
の
が
予
測
的
符
号
化
で
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あ
る
。

(3)
予
測
的
符
号
化

　

構
成
主
義
的
情
動
理
論
は
脳
の
働
き
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
刺
激̶

反
応
モ
デ
ル
を
否
定
し
、
予
測
的
符
号
化
理
論
を
採
用
す
る
。
近
年

の
神
経
科
学
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
脳
の
働
き
に
統
一
的
に
説
明
す
る
た
め
の
有
力
な
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
の
理
論
に
お
い

て
、
脳
は
「
感
覚
器
官
か
ら
入
力
さ
れ
る
刺
激
に
単
に
受
動
的
に
反
応
す
る
の
で
は
な
く
、
将
来
入
力
さ
れ
る
刺
激
を
予
測
す
る
内
的
モ

デ
ル
を
構
築
し
、
そ
の
予
測
と
入
力
さ
れ
た
感
覚
信
号
の
差
異
（
予
測
誤
差:prediction error

）
の
計
算
に
基
づ
い
て
、
知
覚
を
能
動
的

に
創
発
し
て
い
る31

」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
バ
レ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
内
的
モ
デ
ル
の
形
成
に
は
経
験
が
役
立
っ
て
い
る
。
あ
る
感

覚
刺
激
を
受
け
取
っ
た
脳
は
、
次
に
受
け
取
る
可
能
性
が
高
い
刺
激
を
予
測
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
予
測
を
も
と
に
身
体
の
動
作
を
開

始
す
る
。
そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
予
測
に
は
誤
差
が
生
じ
う
る
。
す
る
と
脳
は
そ
の
予
測
を
感
覚
刺
激
に
合
わ
せ
て
調
節
す

る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、「
空
港
の
動
く
歩
道
が
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
途
切
れ
て
い
た
た
め
に
歩
調
が
狂
っ
て
つ
ん
の
め
っ
た32

」
時
な
ど
に
、

予
測
と
訂
正
の
プ
ロ
セ
ス
が
発
生
し
て
い
る
。

　

次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
あ
る
人
が
森
を
散
歩
し
て
い
る
時
に
茂
み
が
カ
サ
カ
サ
と
音
を
立
て
、
そ
こ
か

ら
蛇
が
出
て
き
て
そ
の
場
か
ら
逃
げ
出
す
。
従
来
の
情
動
理
論
に
お
け
る
説
明
で
は
、
蛇
の
知
覚
が
怖
れ
の
情
動
を
引
き
出
し
、
逃
走
と

い
う
反
応
を
引
き
起
こ
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
「
認
知
／
評
価
説
」
の
見
方
で
は
、
蛇
の
知
覚
に
対
し
て
「
危
険
で
あ
る
」
と
い

う
評
価
と
「
逃
げ
た
い
」
と
い
う
欲
求
が
う
ま
れ
、
身
体
反
応
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
そ
の
感
覚
が
怖
れ
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
構

成
主
義
的
情
動
理
論
に
お
い
て
は
、
蛇
を
知
覚
す
る
と
こ
ろ
か
ら
別
の
説
明
が
な
さ
れ
る
。

　

ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、「
経
験
す
る
は
ず
の
視
覚
、
聴
覚
、
嗅
覚
、
味
覚
、
触
覚
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
の
断
片
と
、
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と
る
は
ず
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
を
予
測
し
よ
う
と33

」
し
て
い
る
。
こ
の
予
測
に
基
づ
い
て
知
覚
や
内
受
容
が
調
整
さ
れ
る
。
そ
こ
に
実
際

の
感
覚
刺
激
が
入
力
さ
れ
る
と
、
予
測
と
の
比
較
が
行
わ
れ
る
。
予
測
誤
差
が
生
じ
た
、
つ
ま
り
予
測
と
感
覚
入
力
が
一
致
し
な
か
っ
た

場
合
、
脳
は
予
測
を
変
更
し
た
り
、
反
対
に
予
測
を
感
覚
入
力
よ
り
優
先
さ
せ
た
り
し
て
対
応
す
る
。
森
を
歩
い
て
い
る
と
き
、
予
測
の

外
か
ら
（
も
し
く
は
多
数
の
予
測
の
中
で
も
か
な
り
確
率
が
低
く
見
積
も
ら
れ
て
い
た
）
茂
み
の
音
を
聞
く
と
、
過
去
の
経
験
を
も
と
に

蛇
の
出
現
が
予
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
視
覚
と
聴
覚
を
蛇
の
出
現
を
知
覚
す
る
た
め
に
調
整
す
る
。
同
時
に
逃
走
も
予
測
さ
れ
、
走
っ
て
逃

げ
る
た
め
に
心
拍
数
が
上
が
り
、
血
管
が
拡
張
す
る
こ
と
も
予
測
さ
れ
る34

。
ま
た
心
臓
の
激
し
い
鼓
動
と
血
液
の
急
激
な
流
れ
に
よ
っ

て
内
受
容
刺
激
が
生
じ
る
こ
と
を
予
測
す
る
。
そ
の
結
果
、脳
は
蛇
、身
体
の
変
化
、そ
れ
に
よ
る
感
覚
刺
激
（
内
受
容
感
覚
）
を
シ
ミ
ュ

レ
ー
ト
す
る
。
そ
の
予
測
は
恐
怖
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
で
は
ま
だ
蛇
は
出
て
き
て
い
な
い
。
つ
ま
り
蛇
の
出
て
く
る
前
に
す

で
に
恐
怖
は
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
茂
み
か
ら
蛇
が
出
現
す
る
と
、
逃
走
は
実
行
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

情
動
は
予
測
さ
れ
た
内
受
容
感
覚
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
こ
で
直
ち
に
「
怖
れ
」
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
内
受
容
の
不
快
感
を

状
況
や
知
覚
的
な
類
似
性
か
ら「
怖
れ
」と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
イ
ン
ス
タ
ン
ス
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。「
怖
れ
」

の
概
念
は
、
経
験
や
文
化
ま
た
は
教
育
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
「
怖
れ
」
の
イ
ン
ス
タ
ン
ス
の
集
合
で
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
存
在
す

る
。「
怖
れ
」
の
概
念
は
多
様
な
イ
ン
ス
タ
ン
ス
の
要
約
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
り35

、
神
経
パ
タ
ー
ン
な
ど
に
訴
え
た
本
質
主
義
的

な
説
明
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

４　
三
つ
の
問
題
を
解
決
す
る

　

本
節
で
は
、「
認
知
／
評
価
説
」
の
問
題
と
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
の
特
殊
性
の
問
題
を
、
キ
ャ
ロ
ル
の
議
論
に
構
成
主
義
的
情
動
理
論
を
導
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入
す
る
こ
と
で
解
決
し
た
上
で
、ホ
ラ
ー
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
決
法
を
提
示
す
る
。
こ
こ
で
「
ホ
ラ
ー
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
で
は
な
く
、「
キ
ャ

ロ
ル
の
議
論
」
へ
の
導
入
と
述
べ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。

ホ
ラ
ー
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、「
恐
怖
を
抱
か
せ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
な
ぜ
求
め
る
の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
冒
頭
に
述
べ
た
通
り
、

現
在
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
与
え
る
恐
怖
の
快
に
着
目
し
て
探
究
さ
れ
て
い
る
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
と
い

う
概
念
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
重
要
視
し
て
い
る
の
は
、
キ
ャ
ロ
ル
の
議
論
に
ユ
ニ
ー
ク
な
概
念
で
あ

る
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
を
情
動
概
念
と
し
て
保
ち
な
が
ら
、
ホ
ラ
ー
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
理
由
か
ら
、
構
成
主
義

的
情
動
理
論
を
導
入
す
る
の
は
「
キ
ャ
ロ
ル
の
議
論
」
に
対
し
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
「
認
知
／
評
価
説
」
が
占
め
て

い
た
位
置
を
構
成
主
義
的
情
動
理
論
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
以
上
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
第
二
節
で
挙
げ
た
問
題
の
解
決

に
対
し
て
構
成
主
義
的
情
動
理
論
が
い
か
に
有
効
で
あ
る
か
を
提
示
す
る
。

４–

１　
「
認
知
／
評
価
説
」
の
問
題

　

本
項
で
は
、「
認
知
／
評
価
説
」
の
問
題
に
対
し
て
、
キ
ャ
ロ
ル
の
議
論
の
構
成
主
義
的
情
動
理
論
か
ら
の
捉
え
直
し
は
有
効
な
手
段

で
あ
る
こ
と
を
示
す
。「
認
知
／
評
価
説
」
の
問
題
は
、
キ
ャ
ロ
ル
に
よ
る
理
論
の
選
択
の
理
由
が
明
か
さ
れ
ず
、
情
動
理
論
上
の
論
争

に
お
け
る
ザ
イ
ア
ン
ス
の
主
張
「
評
価
な
し
に
情
動
状
態
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
主
張
に
対
し
て
擁
護
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と

と
、
基
盤
と
な
っ
た
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
認
知
的
評
価
理
論
が
評
価
と
身
体
反
応
の
因
果
関
係
を
説
明
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
キ
ャ
ロ
ル
の
議
論
の
ど
の
部
分
に
、
ど
の
よ
う
な
点
で
「
認
知
／
評
価
説
」
が
重
要
で
あ
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
。
ラ
イ
オ
ン

ズ
の
因
果
的
評
価
理
論
の
紹
介
や
精
査
を
含
ま
ず
に
提
示
さ
れ
た
「
認
知
／
評
価
説
」
は
、
人
間
の
感
情
に
つ
い
て
の
固
定
し
た
考
え
方
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で
あ
り
、
ま
た
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
じ
た
い
は
キ
ャ
ロ
ル
が
議
論
す
る
目
的
で
あ
る
二
つ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
決
に
お
い
て
重
要
な
部

分
で
は
な
い
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
決
は
「
感
情
の
対
象
が
思
考
で
あ
り
う
る
」
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ホ
ラ
ー

の
パ
ラ
ド
ク
ス
は「
プ
ロ
ッ
ト
が
認
知
的
快
を
与
え
る
」こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
示
す
の
に
、「
評

価
が
身
体
反
応
を
引
き
起
こ
す
」
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
。
感
情
に
評
価
が
介
在
し
な
く
て
も
良
い
と
し
て
も
、
思
考
に
対
す
る
恐
怖
は

評
価
抜
き
で
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
プ
ロ
ッ
ト
の
快
に
は
そ
も
そ
も
恐
怖
が
関
係
し
て
い
な
い
。
キ
ャ
ロ
ル
は
パ
ラ
ド
ク
ス
に
つ
い
て
の

議
論
を
擁
護
す
る
た
め
に
「
認
知
／
評
価
説
」
を
修
正
す
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
に
は
危
険
と
不
浄
の
評

価
が
関
わ
る
た
め
、
パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
決
で
な
く
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
概
念
を
再
考
す
る
た
め
に
は
こ
の
「
認
知
／
評
価
説
」
の
妥
当
性
に
は

避
け
て
通
れ
ぬ
問
題
に
な
る
。

　

ま
と
め
る
と
、「
認
知
／
評
価
説
」
に
は
、「
評
価
が
身
体
反
応
を
引
き
起
こ
す
」
と
い
う
点
に
お
い
て
反
論
で
き
な
い
誤
り
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
要
素
は
「
危
険
と
嫌
悪
の
評
価
が
身
体
的
興
奮
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
」
と
い
う
形
で
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
の
定

義
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。「
認
知
／
評
価
説
」を
否
定
す
る
と
同
時
に
、そ
の
定
義
を
大
き
く
改
変
す
る
こ
と
を
避
け
つ
つ
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー

概
念
を
再
考
す
る
た
め
に
は
、
評
価
と
情
動
の
関
わ
り
を
説
明
で
き
る
理
論
の
導
入
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
本
論
で
は

構
成
主
義
的
情
動
理
論
が
有
効
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

構
成
主
義
的
情
動
理
論
は
、「
認
知
／
評
価
説
」
の
基
本
的
な
ア
イ
デ
ア
で
あ
る
、
評
価
が
身
体
反
応
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
点
を
否

定
す
る
が
、
評
価
的
な
要
素
と
情
動
に
関
係
が
あ
る
こ
と
は
支
持
す
る
。
例
え
ば
、「
蛇
に
出
く
わ
し
た
時
の
恐
怖
」
に
つ
い
て
、「
認
知

／
評
価
説
」
で
は
、
危
険
と
い
う
評
価
が
先
行
し
、
身
体
反
応
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
議
論
の
展
開
で
は
、
評
価
な
し
に
身
体
的
刺

激
だ
け
で
情
動
が
作
れ
る
と
い
う
反
論
に
は
応
答
し
難
い
。
他
方
で
構
成
主
義
的
情
動
理
論
に
お
い
て
は
、
身
体
反
応
の
解
釈
の
プ
ロ
セ
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ス
に
危
険
と
い
う
評
価
が
介
入
し
、
恐
怖
が
生
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
介
入
す
る
要
素
は
命
題
の
形
を
と
っ
て
表
さ
れ
る
評
価
だ
け

で
な
く
、
脳
の
予
測
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
身
体
の
内
外
か
ら
の
大
量
の
情
報
で
あ
る
。
こ
の
理
論
の
見
地
か
ら
は
、
評

価
の
先
行
は
必
要
な
く
、
ま
た
身
体
的
刺
激
に
よ
る
情
動
の
生
成
に
つ
い
て
も
、
刺
激
の
解
釈
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
評
価
的
要
素
が
介
入

し
て
い
る
こ
と
を
主
張
で
き
る
。
つ
ま
り
、
評
価
の
先
行
は
不
必
要
で
あ
る
に
し
て
も
、
情
動
の
生
成
過
程
に
は
身
体
の
内
外
に
対
す
る

あ
る
種
の
評
価
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
擁
護
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
構
成
主
義
的
情
動
理
論
の
導
入
に
よ
っ
て
「
認
知
／
評
価
説
」
の
問
題
は
解
決
さ
れ
る
。

４–

２　
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
の
特
殊
性
の
問
題

　

構
成
主
義
的
情
動
理
論
に
お
い
て
、
情
動
は
内
受
容
感
覚
の
概
念
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
「
情
動
粒
度
」
と
い
う

考
え
方
が
役
立
つ
。
バ
レ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
情
動
は
概
念
の
学
習
に
よ
っ
て
操
作
で
き
る
。
例
え
ば
シ
ャ
ー
デ
ン
フ
ロ
イ
デ
の
情
動
を
学

ぶ
こ
と
で
、
シ
ャ
ー
デ
ン
フ
ロ
イ
デ
の
情
動
経
験
を
獲
得
で
き
る
。
状
況
を
概
念
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
よ
り
細
や
か
に
み
ず
か
ら
の
情

動
を
検
知
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
情
動
の
精
度
を
高
め
る
こ
と
を
、「
情
動
粒
度
」
を
高
め
る
と
言
う
。

　

こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
も
こ
の
よ
う
に
獲
得
で
き
る
情
動
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
の
が
本
論
に
お
け
る
提
案
で
あ
る
。

こ
こ
で
再
度
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
が
い
か
な
る
感
情
で
あ
っ
た
か
を
確
認
し
よ
う
。
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
の
状
態
に
あ
る
と
言
い
た
い
時
に
は
、

次
の
条
件
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。

⑴
わ
た
し
は
何
ら
か
の
異
常
な
身
体
的
興
奮
（
震
え
、
ぞ
く
ぞ
く
す
る
こ
と
、
叫
び
な
ど
）
を
感
覚
す
る
状
態
に
あ
る
。
⑵
そ
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れ
は
次
の
よ
う
な
思
考
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る̶

̶

(a)
ド
ラ
キ
ュ
ラ
は
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
次
の

よ
う
な
評
価
的
思
考
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る̶

̶

(b)
ド
ラ
キ
ュ
ラ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
描
か
れ
て
い
る
仕
方
で
身
体

的
に
（
お
そ
ら
く
道
徳
的
に
も
社
会
的
に
も
）
危
険
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
(c)
ド
ラ
キ
ュ
ラ
は
不
浄
で
あ
る
と

い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
⑶
こ
の
際
、
通
常
こ
れ
ら
の
思
考
に
は
ド
ラ
キ
ュ
ラ
の
よ
う
な
も
の
に
触
れ
る
こ
と
を
避
け
た
い

と
い
う
欲
求
が
伴
っ
て
い
る36

。

こ
れ
ら
の
条
件
づ
け
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
超
自
然
的
な
モ
ン
ス
タ
ー
に
対
し
て
危
険
で
不
浄
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
引
き
起
こ

す
身
体
的
興
奮
を
感
覚
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
と
き
、
人
は
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
を
経
験
し
て
い
る
と
言
え
る
。
キ
ャ
ロ
ル
は
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー

の
感
情
の
対
象
が
危
険
か
つ
不
浄
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
こ
と
を
促
す
。

モ
ン
ス
タ
ー
が
潜
在
的
に
危
険
と
評
価
さ
れ
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
感
情
は
恐
怖fear

に
な
る
。
も
し
潜
在
的
に
不
浄
と
い
う
だ

け
で
あ
れ
ば
、
感
情
は
嫌
悪disgust
に
な
る
。
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
は
危
険
と
嫌
悪
と
い
う
両
方
の
評
価
を
必
要
と
し
て
い
る37

。

こ
の
部
分
か
ら
は
、恐
怖(fear)

と
も
嫌
悪(disgust)

と
も
過
不
足
な
く
一
致
し
な
い
、両
者
を
含
ん
だ
別
の
感
情
と
し
て
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー

を
想
定
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
分
か
る
。
キ
ャ
ロ
ル
に
と
っ
て
顕
在
的
感
情
状
態
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
対
象
へ
の
評
価
が
身
体
的
興
奮

を
引
き
起
こ
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
が
必
要
と
し
て
い
る
評
価
は
危
険(threat)

と
不
浄(im

pure)

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
は
危
険
か
つ
不
浄
な
も
の
へ
の
、
恐
怖
と
嫌
悪
が
混
じ
り
合
っ
た
感
情
状
態
で
あ
る
の
だ
。
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キ
ャ
ロ
ル
の
基
づ
い
て
い
た
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
議
論
が
、感
情
を
対
象
に
つ
い
て
の
受
動
的
な
反
応
で
あ
る
と
見
て
い
た
こ
と
か
ら
、ア
ー

ト
ホ
ラ
ー
の
感
情
は
受
動
性
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
一
見
、
構
成
主
義
的
情
動
理
論
に
反
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
こ
の
理
論
の
導
入
に
お
い
て
は
感
情
の
刺
激
－
反
応
モ
デ
ル
の
否
定
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
概
念
の
習
得
と
い
う
能
動

的
な
プ
ロ
セ
ス
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　

そ
こ
で
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
を
構
成
主
義
的
情
動
理
論
の
も
と
で
捉
え
な
お
す
た
め
に
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
の
定
義
に
お
い
て
、
評
価
的
思

考
が
、
身
体
の
興
奮
を
引
き
起
こ
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
部
分
を
、「
身
体
の
興
奮
を
、
評
価
的
思
考
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
」
と
言
い
換

え
た
い
。
定
義
に
手
を
加
え
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

（1）
わ
た
し
は
何
ら
か
の
異
常
な
身
体
的
興
奮
（
震
え
、
ぞ
く
ぞ
く
す
る
こ
と
、
叫
び
な
ど
）
を
感
覚
す
る
状
態
に
あ
る
。

（2）
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
思
考
を
介
し
て
「
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

(a)
ド
ラ
キ
ュ
ラ
は
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
な
評
価
的
思
考
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

(b)
ド
ラ
キ
ュ
ラ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
描
か
れ
て
い
る
仕
方
で
身
体
的
に
（
お
そ
ら
く
道
徳
的
に
も
社
会
的
に
も
）
危
険
で
あ
る

と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
。

(c)
ド
ラ
キ
ュ
ラ
は
不
浄
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
。

（3）
こ
の
際
、
通
常
こ
れ
ら
の
思
考
に
は
ド
ラ
キ
ュ
ラ
の
よ
う
な
も
の
に
触
れ
る
こ
と
を
避
け
た
い
と
い
う
欲
求
が
伴
っ
て
い
る
。

こ
の
定
義
は
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
に
と
っ
て
重
要
な
、
危
険
と
嫌
悪
と
い
う
両
方
の
判
断
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
を
損
な
っ
て
い
な
い
。
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そ
の
上
で
、
積
極
的
解
釈
と
し
て
の
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
と
い
う
情
動
を
考
え
ら
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
キ
ャ
ロ
ル
の
言
う
仕

方
で
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
鑑
賞
す
る
こ
と
で
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
と
い
う
情
動
概
念
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
り
具
体
的
に
言
う
と
、ム
ル
ナ
ウ
の
『
吸
血
鬼
ノ
ス
フ
ェ
ラ
ト
ゥ
』（
一
九
二
二
）
に
お
け
る
吸
血
鬼
や
、リ
ド
リ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
の
『
エ

イ
リ
ア
ン
』（
一
九
七
九
）
に
お
け
る
フ
ェ
イ
ス
ハ
ガ
ー
や
成
長
し
た
エ
イ
リ
ア
ン
に
対
し
て
、
危
険
と
不
浄
と
い
う
二
種
類
の
評
価
を

下
せ
る
こ
と
か
ら
、
自
ら
が
モ
ン
ス
タ
ー
た
ち
に
抱
い
て
い
る
感
じ(feeling)

が
「
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
」
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ

う
す
る
こ
と
で
、
当
該
の
経
験
は
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
の
イ
ン
ス
タ
ン
ス
に
な
り
、
そ
の
積
み
重
ね
で
他
の
場
合
の
恐
怖
と
違
っ
た
も
の
と
し

て
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
と
い
う
情
動
概
念
を
獲
得
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
構
成
主
義
的
情
動
理
論
の
導
入
は
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
概
念
を

キ
ャ
ロ
ル
の
述
べ
た
ま
ま
に
、
理
論
と
の
齟
齬
な
く
保
っ
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

４–

３　
ホ
ラ
ー
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
決

　

構
成
主
義
的
情
動
理
論
の
視
点
で
キ
ャ
ロ
ル
の
議
論
を
考
え
直
す
こ
と
で
、
ホ
ラ
ー
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
い
か
に
解
決
さ
れ
る
の
か
。
ま

ず
、フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
前
提
を
思
い
だ
そ
う
。
こ
こ
で
は
、「
完
全
に
虚
構
で
あ
る
と
わ
か
っ
て
い
る
」こ
と
が
問
題
に
な
っ

て
い
た
。
ほ
と
ん
ど
全
て
の
鑑
賞
者
に
と
っ
て
こ
の
想
定
は
完
全
に
正
し
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
鑑
賞
者
は
虚
構
だ
と
完
全
に
分
か
っ
て

い
る
も
の
に
対
し
て
、
特
定
の
情
動
を
経
験
す
る
た
め
に
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
受
容
し
て
い
る
。
そ
し
て
構
成
主
義
的
情
動
理
論
の

基
礎
を
な
す
予
測
符
号
化
モ
デ
ル
で
は
、
あ
る
状
況
に
対
す
る
予
測
の
た
め
に
過
去
の
経
験
や
持
っ
て
い
る
概
念
が
用
い
ら
れ
る
の
だ
っ

た
。
で
は
『
吸
血
鬼
ノ
ス
フ
ェ
ラ
ト
ゥ
』
の
最
後
で
吸
血
鬼
が
出
て
く
る
場
面
に
恐
怖
す
る
人
の
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
時
、
恐

怖
反
応
の
予
測
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
過
去
の
膨
大
な
経
験
の
う
ち
で
、
散
歩
中
に
犬
に
追
い
か
け
ら
れ
た
り
、
よ
そ
見
を
し
て
い
て
危
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う
く
車
に
撥
ね
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
り
し
た
時
の
経
験
が
持
つ
影
響
力
は
、『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』（
一
九
九
四
）
で
怪
物
が
そ
の

恐
ろ
し
い
姿
を
現
し
た
り
、『
吸
血
鬼
ノ
ス
フ
ェ
ラ
ト
ゥ
』
の
前
半
で
こ
れ
ま
た
恐
ろ
し
い
姿
の
吸
血
鬼
が
出
て
き
た
り
し
た
経
験
の
影

響
力
を
上
回
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
鑑
賞
時
に
引
き
出
さ
れ
る
記
憶
や
概
念
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
関
連
し
た
も
の
で

あ
る
ほ
ど
強
力
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
車
に
轢
か
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
の
「
恐
怖
」
の
イ
ン
ス
タ
ン
ス
の
集
合
と
、

ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
対
す
る
「
恐
怖
」
の
イ
ン
ス
タ
ン
ス
の
集
合
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
「
恐
怖
」
を
同
じ
語
で
表
す
人
た
ち
に
お
い

て
も
差
異
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

ホ
ラ
ー
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
存
在
し
な
く
な
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
「
恐
怖
」
が
構
成
主
義
的
情
動
理
論
の
視
点
で
弁
別
さ
れ
た
時
で
あ

る
。
仮
に
、
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
対
す
る
恐
怖
の
こ
と
を
「
Ｆ
恐
怖
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
を
用
い
な

い
の
は
、
キ
ャ
ロ
ル
に
よ
る
定
義
の
厳
し
さ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
か
な
り
限
定
的
な
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
は

Ｆ
恐
怖
に
包
含
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
バ
レ
ッ
ト
の
主
張
を
も
う
一
つ
参
照
す
る
。
そ
れ
は
、
同
じ
身
体
状
態
に
対
し
て
も
解
釈
次
第
で
快
／
不
快
の
評
価
の
レ
ベ
ル

で
真
逆
の
情
動
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
情
動
は
感
覚
入
力
の
積
極
的
な
意
味
づ
け
で
あ
る
た
め
に

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得
る
の
だ
。
そ
の
例
と
し
て
、
バ
レ
ッ
ト
は
頬
の
紅
潮
や
動
悸
を
介
し
て
あ
る
男
性
に
感
じ
た
と
き
め
き
の
感

情
が
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
症
状
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
事
例
を
紹
介
し
て
い
る38

。
恐
怖
と
F
恐
怖
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

　

Ｆ
恐
怖
は
し
ば
し
ば
通
常
の
恐
怖
と
似
た
身
体
反
応
を
引
き
起
こ
す
。Ｆ
恐
怖
が
通
常
の
恐
怖
と
混
同
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
も
、

一
つ
に
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｆ
恐
怖
に
は
快
が
伴
う
。
言
い
方
を
変
え
る
と
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
作
品
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
恐
怖
は
、
そ
れ
に
伴
っ
た
快
と
と
も
に
学
習
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
そ
の
快
は
何
に
よ
る
も
の
な
の
か
」
と
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い
う
問
い
は
成
立
し
な
い
。
と
い
う
の
も
こ
う
し
た
問
い
は
、あ
る
原
因
に
対
し
て
快
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、

見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
扱
っ
て
い
る
構
成
主
義
的
情
動
理
論
は
そ
の
よ
う
な
議
論
を
否
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ホ
ラ
ー

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
恐
怖
が
「
準
恐
怖
（quasi-fear

）」
で
あ
る
と
し
た
ウ
ォ
ル
ト
ン
の
主
張
が
参
考
に
な
る
。

虚
構
と
し
て
悲
し
み
や
恐
怖
を
感
じ
る
経
験
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
現
実
の
悲
し
み
や
恐
怖
を
そ
う
解
し
た
よ
う
に
、「
不
快
で
嫌
な

気
持
ち
に
な
る
」
も
の
で
も
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
必
然
的
に
楽
し
み
と
な
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
経
験
は
、
時
に
は
好
ま

れ
る
が
、
時
に
は
好
ま
れ
な
い
の
だ39

。

構
成
主
義
的
情
動
理
論
は
、
F
恐
怖
が
快
と
と
も
に
学
習
さ
れ
て
い
る
人
と
そ
う
で
な
い
人
が
い
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
。
つ
ま
り
、
ホ

ラ
ー
に
つ
い
て
の
選
好
が
あ
る
こ
と
を
理
論
の
う
ち
で
説
明
で
き
る
の
だ
。
後
者
の
場
合
は
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
単
に
嫌
が
り
、
ホ

ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
鑑
賞
に
快
が
あ
る
こ
と
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
る
だ
ろ
う
。
対
照
的
に
、
前
者
に
お
い
て
F
恐
怖
は
も
と
も
と
快

を
も
た
ら
し
、
忌
避
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
た
め
パ
ラ
ド
ク
ス
は
生
じ
な
い
。
構
成
主
義
的
情
動
理
論
を
用
い
た
と
き
に
、
ホ
ラ
ー
の
パ

ラ
ド
ク
ス
が
存
在
し
な
く
な
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
構
成
主
義
的
情
動
理
論
に
基
づ
い
て
ノ
エ
ル
・
キ
ャ
ロ
ル
の
議
論
を
捉
え
直
す
こ
と
で
、
三
つ
の
課
題
を
解
決
し
た
。
一
つ

め
は
キ
ャ
ロ
ル
の
議
論
に
お
け
る
心
理
学
理
論
の
妥
当
性
に
関
す
る
「
認
知
／
評
価
説
」
の
問
題
。
二
つ
め
は
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
と
い
う
概
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念
が
そ
の
提
唱
者
で
あ
る
ノ
エ
ル
・
キ
ャ
ロ
ル
の
定
義
し
た
形
で
は
活
用
さ
れ
て
い
な
い
、「
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
の
特
殊
性
」
の
問
題
で
あ

る
。
こ
れ
ら
二
つ
に
つ
い
て
は
、
構
成
主
義
的
情
動
理
論
を
用
い
て
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
概
念
を
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
鑑
賞
時
に
確
か

に
経
験
さ
れ
る
情
動
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
で
解
決
し
た
。
三
つ
め
は
、
キ
ャ
ロ
ル
の
提
出
し
た
ホ
ラ
ー
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
決
方
法

が
、
恐
怖
そ
の
も
の
の
快
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
、
パ
ラ
ド
ク
ス
解
決
法
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
恐
怖
を
、
現
実
の
対
象
が
引
き
起
こ
す
恐
怖
と
分
け
た
上
で
ホ
ラ
ー
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
解
決
し
た
。
構
成

主
義
的
情
動
理
論
に
よ
っ
て
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
人
間
の
情
動
を
論
じ
る
こ
と
に
は
、
ホ
ラ
ー
の
鑑
賞
者
の
観
察
や
主
観
的
洞
察
か

ら
生
み
出
さ
れ
た
概
念
を
、
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
鑑
賞
経
験
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
貢
献
で
き
る
も
の
に
す
る
と
い
う
可
能
性
が
あ

る
。
例
え
ば
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
の
概
念
を
学
習
し
、
鑑
賞
経
験
の
中
で
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
が
ま
る
で
受
動
的
に
発
生
し
た
感
情
か
の
よ
う
に

感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
F
恐
怖
か
ら
未
分
化
で
あ
っ
た
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
が
自
ら
の
持
つ
情
動
概
念
に
加
わ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の

こ
と
は
、
あ
る
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
対
し
て
よ
り
多
い
種
類
の
経
験
を
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
言
説
も
活
性
化
さ
れ
る
は
ず
だ
。
こ
う
し
た
わ
け
で
、
ア
ー
ト
ホ
ラ
ー
に
つ
い
て
今

回
行
っ
た
理
論
的
な
捉
え
直
し
は
、
ホ
ラ
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
美
学
的
探
究
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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