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序
も
し
も
感
情
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
。
Ａ
Ｉ
を
搭
載
し
た
自
動
車
な
ら
ば
、
客
観
的
に

見
て
危
険
と
さ
れ
る
事
態
を
察
知
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
恐
怖
に
駆
ら
れ
て
ま
ち
が
っ
て
ア
ク
セ
ル
を
踏
ん
で
し

ま
う
と
い
っ
た
こ
と
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
情
況
を
想
定
し
、
最
近
話
題
の
デ
ィ
ー
プ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
能
力
を
備
え
た

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
つ
ど
確
実
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
障
害
物
と
の
衝
突
を
回
避
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
代
わ
り
に
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
、
自
分
に
と
っ
て
安
心
で
き
る
だ
け
の
車
間
距
離
を
と
ろ
う
と
か
、
あ
る
い

は
い
つ
な
ん
ど
き
事
故
に
遭
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
怖
か
ら
い
っ
そ
車
に
乗
る
の
を
や
め
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

も
な
い
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
絶
対
に
安
全
だ
と
保
証
さ
れ
た
自
動
運
転
の
バ
ス
に
乗
る
乗
客
の
な
か
に
は
、
た
と
え

そ
の
運
転
が
合
理
的
で
あ
っ
て
も
、
と
き
に
そ
の
運
転
に
恐
怖
を
感
じ
る
ひ
と
も
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
と
い
う
こ
と

は
つ
ま
り
、
感
情
と
は
客
観
的
な
事
態
に
対
す
る
一
般
的
な
反
応
と
い
う
の
で
は
な
く
、
な
に
よ
り
も
個
々
人
に
と
っ

て
、
自
分
が
立
っ
て
い
る
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
の
情
況
に
つ
い
て
の
、
あ
る
し
か
た
で
の
理
解
で
あ
り
反
応
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
Ａ
Ｉ
の
よ
う
に
感
情
を
も
た
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
事
態
を
認
識
し
た
り

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を
と
っ
た
り
す
る
合
理
的
な
能
力
は
も
つ
だ
ろ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
が
心
と
呼
ん
で
い
る
よ
う

な
も
の
は
も
た
な
い
だ
ろ
う
。
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感
情
は
時
間
や
空
間
と
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
個
々
人
が
ま
ち
が
い
な
く
感
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ざ
そ
れ

を
説
明
し
よ
う
と
し
た
と
た
ん
に
、
客
観
的
な
概
念
的
思
考
や
論
理
の
手
を
す
り
抜
け
て
謎
め
い
た
も
の
に
変
貌
し
て

し
ま
う
よ
う
な
、
根
本
的
な
経
験
の
事
実
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
哲
学
が
苦
手
と
し
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ

る
。
な
る
ほ
ど
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ス
ト
ア
派
の
古
代
感
情
論
、
近
代
の
デ
カ
ル
ト
や
ヒ
ュ
ー
ム
、
二
〇

世
紀
に
は
い
っ
て
も
シ
ェ
ー
ラ
ー
や
サ
ル
ト
ル
な
ど
、
感
情
に
つ
い
て
の
哲
学
的
考
察
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

だ
が
そ
れ
ら
は
お
お
む
ね
、
怒
り
や
恐
怖
、
悲
し
み
な
ど
タ
イ
プ
と
し
て
分
類
さ
れ
る
諸
感
情
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
に

つ
い
て
、
そ
の
特
性
を
記
述
す
る
と
い
う
点
で
は
有
意
義
で
は
あ
る
も
の
の
、
わ
れ
わ
れ
の
心
を
構
成
す
る
知
覚
や
思

考
や
判
断
、
信
念
や
欲
求
や
意
志
と
区
別
し
て
と
く
に
「
感
情
」
と
呼
ば
れ
る
心
的
現
象
な
い
し
心
的
状
態
に
つ
い
て

の
原
理
的
分
析
と
い
う
点
で
は
な
お
不
十
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
英
語
圏
の
哲
学
、
と
り
わ
け

分
析
系
の
「
心
の
哲
学
」
の
内
部
で
、
そ
れ
ま
で
哲
学
が
苦
手
と
し
て
き
た
「
感
情
」
が
、
ホ
ッ
ト
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て

盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
感
情
を
問
う
こ
と
は
結
局
は
、
ひ
と
の
「
心
」
と
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
に
深
く
分
け
入
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
分
析
系
の
哲
学
者
た

ち
に
と
っ
て
も
感
情
は
な
に
よ
り
も
個
々
人
の
心
の
経
験
で
あ
り
、
こ
れ
を
か
れ
ら
は
し
ば
し
ば
「
志
向
的
」
で
「
現

象
学
的
」
な
経
験
と
呼
ぶ
。
さ
ら
に
は
第
一
章
で
論
じ
る
よ
う
に
、
七
〇
年
代
以
降
の
感
情
の
分
析
哲
学
を
牽
引
し
、

そ
の
後
の
感
情
論
に
影
響
を
あ
た
え
た
ロ
バ
ー
ト
・
ソ
ロ
モ
ン
の
感
情
論
の
根
底
に
は
、
意
外
な
こ
と
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
の
現
象
学
が
あ
る
。
本
書
は
、
客
観
的
な
合
理
性
を
追
求
す
る
分
析
哲
学
が
個
人
的
で
現
象
学
的
な
感
情
経
験
を
あ

つ
か
う
と
き
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
い
か
に
し
て
解
決
さ
れ
う
る
の
か
を
あ
き
ら
か
に
す

る
こ
と
で
、
分
析
哲
学
と
現
象
学
が
切
り
結
ぶ
地
点
に
立
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
感
情
の
原
理
論
の
構
築
を
め
ざ
す
も
の
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で
あ
る
。
本
書
の
副
題
が
「
分
析
哲
学
と
現
象
学
」
と
な
っ
て
い
る
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

第
一
章
は
、
分
析
哲
学
に
お
け
る
信
念
の
命
題
的
態
度
論
を
モ
デ
ル
と
し
つ
つ
、
こ
れ
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学

を
組
み
こ
む
か
た
ち
で
構
想
さ
れ
た
ソ
ロ
モ
ン
の
い
わ
ゆ
る
感
情
の
認
知
理
論
な
い
し
判
断
主
義
と
、
こ
れ
を
修
正
す

る
べ
く
展
開
さ
れ
た
感
情
の
知
覚
理
論
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
問
題
の
所
在
を
あ
ぶ
り
だ
す
。
そ
こ
で
あ
き

ら
か
に
な
る
難
点
の
も
と
を
た
ど
れ
ば
、〈
命
題
＝
永
久
文
〉
に
か
か
わ
る
概
念
主
義
や
信
念
の
パ
ズ
ル
と
い
っ
た
、

そ
も
そ
も
命
題
的
態
度
論
が
直
面
す
る
原
理
的
な
問
題
に
帰
着
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
第
二
章
で
は
、
信
念
の
パ
ズ
ル
で
問

わ
れ
て
い
る
命
題
的
態
度
論
の
問
題
点
を
あ
き
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
れ
を
解
決
す
る
べ
く
着
想
さ
れ
た
、
信
念
主
体

で
あ
る
「
自
己
」
に
か
か
わ
る
あ
た
ら
し
い
議
論
に
注
目
し
、
そ
れ
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
現
象

学
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
第
三
章
で
は
あ
ら
た
め
て
、「
自
己
」
と
い
い

「
心
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
領
域
の
う
ち
に
、
し
か
も
そ
の
ホ
ー
リ
ズ
ム
と
し
て
の
あ
り
方
に
留
意
し
つ
つ
、
知
覚
や
信

念
、
判
断
、
欲
求
と
い
っ
た
心
的
諸
能
力
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
感
情
を
位
置
づ
け
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
感
情
の

ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」
を
こ
こ
ろ
み
る
。
ま
た
古
来
感
覚
や
感
情
の
一
種
と
さ
れ
て
き
た
「
快
・
快
楽
」
と
は
ほ
ん
と
う

の
と
こ
ろ
な
ん
な
の
か
を
、
快
楽
主
義
の
問
題
を
も
視
野
に
い
れ
つ
つ
考
察
す
る
。
第
四
章
で
は
、
感
情
の
認
知
理
論

が
問
題
に
し
た
感
情
の
合
理
性
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
が
ん
ら
い
主
観
的
で
個
人
的
な
感
情
反
応
も
そ
れ
に
対
応
す
る

情
況
に
適
切
で
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
、
い
わ
ば
感
情
の
当
為
に
か
か
わ
る
「
感
情
の
義
務
論
」
の
問

題
を
、
信
念
の
正
当
性
に
か
か
わ
る
「
信
念
の
義
務
論
」
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
き
ら
か
に
す
る
。
そ
の
際
、
信
念
の

合
理
性
と
の
対
比
で
注
目
さ
れ
る
意ア

ク

ラ

シ

ア

志
の
弱
さ
や
自
己
欺
瞞
、
希
望
的
観
測
、
現
実
逃
避
と
い
っ
た
信
念
態
度
の
実
質

を
見
き
わ
め
る
こ
と
で
、
病フ

オ

ビ

ア

的
恐
怖
や
「
御
し
が
た
い
感
情
」
に
ま
つ
わ
る
感
情
の
不
合
理
性
を
め
ぐ
る
葛
藤
に
つ
い
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て
も
あ
き
ら
か
に
す
る
。
第
五
章
で
は
、
感
情
と
行
為
の
義
務
論
、
し
た
が
っ
て
感
情
と
道
徳
の
関
係
を
問
う
。
こ
れ

は
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
道
徳
情
操
論
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
こ
れ
を
再
評
価
し
よ
う
と
す

る
主
張
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
主
張
が
依
拠
す
る
の
は
、
ひ
さ
し
く
忘
れ
ら
れ
て
い
た
が
一
九
七
〇
年

代
以
降
の
感
情
論
の
隆
盛
に
と
も
な
っ
て
に
わ
か
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
感
情
移
入
」
の
概
念
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
本
章
で
は
、
あ
ら
た
め
て
「
感
情
移
入
」
の
概
念
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
現
代
の
道
徳
の
情
操
主
義
の
有
効
性

を
検
討
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
受
け
て
第
六
章
で
は
、
道
徳
の
情
操
主
義
を
排
し
て
、
現
代
の
カ
ン
ト
主
義
を
標
榜
す

る
ト
ー
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
の
「
合
理
的
利
他
主
義
」
を
吟
味
す
る
こ
と
で
、
そ
の
可
能
性
と
と
も
に
問
題
性
を
も
あ
き

ら
か
に
し
、
あ
ら
た
め
て
感
情
と
道
徳
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
る
。
最
後
の
第
七
章
で
は
、
芸
術
と
感
情
と
の
か

か
わ
り
を
と
り
あ
げ
る
。
近
代
の
ロ
マ
ン
主
義
美
学
で
は
、
芸
術
は
作
者
の
内
面
の
自
己
表
現
と
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
鑑

賞
者
も
作
品
を
ま
え
に
し
て
そ
の
美
に
感
動
し
、
あ
る
い
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
物
語
世
界
に
没
入
し
て
喜
怒
哀
楽
を
感

じ
る
と
さ
れ
て
き
た
し
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
も
な
お
そ
の
末
裔
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
こ
こ
ま
で
の

感
情
と
快
に
つ
い
て
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
芸
術
と
感
情
の
こ
う
し
た
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
美
的
快
や

美
的
感
情
、
美
的
義
務
論
、
そ
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
経
験
に
お
け
る
感
情
移
入
と
共
感
と
い
う
論
点
か
ら
考
察
す
る
。

な
お
本
書
で
使
用
さ
れ
る
基
本
用
語
に
つ
い
て
、
ひ
と
こ
と
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
。
わ
が
国
の
心
の
哲
学
で
は

し
ば
し
ば
「em

otion

」
を
「
情
動
」
と
訳
す
が
、
情
動
と
い
う
日
本
語
は
心
理
学
や
生
理
学
、
脳
科
学
な
ど
の
科
学

用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
日
常
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
本
書
で
は

「em
otion

」
を
日
常
語
の
「
感
情
」
と
訳
す
一
方
で
、「affect
」
を
日
常
用
語
と
し
て
の
感
情
や
科
学
用
語
と
し
て
の

情
動
を
も
ふ
く
む
よ
り
ひ
ろ
い
概
念
と
し
て
、「
情
動
」
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、「passion

」
は
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「
情
念
」
と
訳
し
、「sentim

ent

」
は
文
脈
に
応
じ
て
「
心
情
」
な
い
し
「
情
操
」
と
訳
し
て
い
る
。
よ
り
複
雑
な
の

は
、
英
語
に
お
け
る
「em

otion

」
と
「feeling

」
の
関
係
で
あ
る
。
英
語
の
「feeling

」
に
は
二
種
類
の
意
味
が
あ

る
。
ひ
と
つ
は
痛
み
や
か
ゆ
み
と
い
っ
た
身
体
生
理
学
的
な
感
覚
で
あ
り
、
こ
れ
は
と
き
に
「
身
体
的
感
覚
（bodily 

feelings
）」
と
も
い
わ
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
恐
怖
や
悲
し
み
、
苦
痛
や
喜
び
と
名
指
さ
れ
る
特
定
の
感
情
の
種
な

い
し
タ
イ
プ
が
そ
の
つ
ど
個
々
人
の
心
的
状
態
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
生
起
す
る
こ
と
で
、
た
と
え
ば
恐
怖
と
呼
ば
れ

る
「
あ
る
感
情
を
感
じ
る
（feel an em

otion

）」
と
か
「
恐
怖
の
感
覚
・
感
じ
（a feeling of fear

）」
と
い
わ
れ
る
ば

あ
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
き
に
「
感
情
の
感
覚
（em

otion feelings

）」
と
い
わ
れ
た
り
も
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
英

語
の
「feeling

」
は
身
体
的
な
「
感
官
的
感
覚
（sensations

）」
を
感
じ
、
感
覚
す
る
こ
と
に
も
、
ま
た
感
情
の
よ
う

な
心
的
状
態
を
感
じ
、
感
覚
す
る
こ
と
に
も
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
書
で
は
、「em

otion

」
と
「feeling

」
が

区
別
さ
れ
て
い
な
い
文
脈
で
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
を
も
「
感
情
」
と
訳
し
、
身
体
的
感
覚
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
文
脈

で
は
「feeling

」
を
「
感
覚
」
と
訳
す
。
ま
た
「em

otion

」
と
「feeling

」
が
感
情
の
タ
イ
プ
と
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し

て
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
る
文
脈
で
は
、「feeling

」
が
「
感
情
の
感
覚
」
と
し
て
容
易
に
受
け
と
ら
れ
う
る
ば
あ

い
に
は
「
感
覚
」
と
訳
す
が
、
そ
れ
が
あ
い
ま
い
な
ば
あ
い
に
は
と
く
に
〈
感
情
＝
感
覚
〉
と
明
記
す
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
「
意
味
」
な
い
し
「
意
義
」
と
「
指
示
」
や
、「
思
念
（
思
想
）」
と
い
っ
た
語
の
よ
う
に
、
訳
語
と
し

て
一
般
に
安
定
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
そ
の
つ
ど
本
文
な
い
し
注
で
説
明
し
て
お
い
た
。

「pleasure

」
に
つ
い
て
は
、
本
書
で
わ
た
し
は
と
き
に
「
快
」
と
い
っ
た
り
「
快
楽
」
と
い
っ
た
り
す
る
が
、
そ
れ

は
と
り
あ
え
ず
語
呂
の
問
題
で
、
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
同
義
語
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
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