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自
然
界
で
の
協
力
に
は
二
種
類
の
基
本
的
な
形
が
あ
る
。
一
つ
が
利
他
的
な
援
助
で
あ
り
、
他
者
の
利
益
の
た
め

に
自
身
を
犠
牲
に
す
る
形
で
あ
る
。
も
う
一
つ
が
相
利
共
生
型
の
協
同
で
あ
り
、
何
ら
か
の
形
で
関
与
者
す
べ
て
が

利
益
を
得
る
。
道
徳
性
と
し
て
知
ら
れ
る
ヒ
ト
独
自
の
協
力
形
態
も
、
上
と
類
似
し
た
二
つ
の
形
を
取
る
。
憐
れ
み
、

配
慮
、
慈
悲
の
よ
う
に
自
己
犠
牲
的
な
動
機
に
基
づ
い
て
、
他
人
を
助
け
る
た
め
に
自
分
を
犠
牲
に
す
る
形
が
一
つ

目
で
あ
り
、
公
平
、
平
等
、
正
義
の
よ
う
に
偏
り
の
な
い
動
機
に
基
づ
き
、
よ
り
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
方
法
で
、
全

員
が
利
益
を
得
ら
れ
る
方
策
を
探
す
形
が
二
つ
目
で
あ
る
。
道
徳
哲
学
に
お
け
る
古
典
的
な
説
明
の
多
く
で
、
両
者

の
違
い
が
慈
善
（
善
）
の
動
機
と
正
義
（
正
）
の
動
機
の
違
い
と
し
て
説
明
さ
れ
、
現
代
的
な
説
明
の
多
く
で
は
、
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な
ぜ
わ
れ
わ
れ
を
社
会
体
に
結
び
つ
け
て
い
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
義
務
的
か
と
言
え
ば
、

こ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
相
互
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
以
外
に
理
由
は
な
い
。
そ
れ
は
す
な

わ
ち
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
果
た
す
こ
と
で
、
他
者
の
た
め
に
働
け
ば
、
同
時
に
自
分
の
た

め
に
働
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

�

ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』

（
１
）



2

第一章　相互依存仮説

同
情
（sym

pathy

）
と
い
う
道
徳
性
と
公
平
（fairness

）
と
い
う
道
徳
性
の
違
い
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

同
情
と
い
う
道
徳
性
は
も
っ
と
も
基
礎
的
な
も
の
で
あ
る
。
他
者
の
幸
福
に
対
す
る
配
慮
は
、
道
徳
的
な
物
事
す

べ
て
の
必
須
条
件
だ
か
ら
だ
。
同
情
的
配
慮
の
進
化
的
源
泉
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
、
血
縁
選
択
に
基
づ
く
子
へ
の
親

の
世
話
に
あ
る
。
哺
乳
類
の
場
合
、
こ
の
世
話
に
は
授
乳
に
よ
っ
て
子
に
栄
養
を
与
え
る
こ
と
（
こ
れ
は
哺
乳
類
の

「
愛
ホ
ル
モ
ン
」
で
あ
る
オ
キ
シ
ト
シ
ン
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
る
）
か
ら
、
捕
食
者
や
他
の
危
険
か
ら
子
を
守
る
こ

と
ま
で
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
基
本
的
に
す
べ
て
の
哺
乳
類
は
、
最
低
限
自
身
の
子
に
は

同
情
的
配
慮
を
示
す
。
し
か
し
、
一
部
の
種
で
は
一
部
の
非
血
縁
者
に
も
同
情
的
配
慮
を
示
す
。
一
般
に
、
同
情
の

表
現
は
公
平
な
ど
に
比
べ
れ
ば
単
純
で
あ
る
。
自
身
の
子
も
し
く
は
他
者
に
対
し
て
何
が
良
い
の
か
を
決
定
す
る
に

は
、
多
少
認
知
的
に
複
雑
な
処
理
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
度
そ
の
決
定
が
な
さ
れ
れ
ば
、
援
助
は
援

助
で
あ
る
。
唯
一
の
問
題
は
、
そ
の
援
助
を
動
機
づ
け
る
同
情
が
、
そ
の
場
面
に
関
わ
る
利
己
的
な
動
機
を
克
服
で

き
る
ほ
ど
に
強
い
も
の
か
ど
う
か
で
し
か
な
い
。
同
情
的
配
慮
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
援
助
行
動
は
、
自
由
に

行
わ
れ
る
利
他
行
動
で
あ
り
、
余
計
な
部
分
を
取
り
除
け
ば
義
務
感
は
伴
わ
な
い
。

対
照
的
に
、
公
平
と
い
う
道
徳
性
は
基
本
的
で
も
単
純
で
も
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
ヒ
ト
に
限
定
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
根
本
的
な
問
題
は
、
公
平
を
必
要
と
す
る
多
く
の
状
況
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
個
体
の
協
力
的
・
競
争
的
動
機
が
複

雑
に
相
互
作
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
公
平
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
複
雑
な
相
互
作
用
の
す
べ
て
で
何
ら
か
の
バ

ラ
ン
ス
を
と
ろ
う
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
多
く
の
場
合
、
こ
れ
を
成
し
遂
げ
る
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
基
準
に
基
づ
い

た
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
ヒ
ト
は
、
自
身
を
含
め
た
関
係
者
の
「
相
応
性
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（deservingness

）」
に
つ
い
て
道
徳
判
断
を
く
だ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
上
で
、
こ
の
複
雑
な
状
況
へ
と
足
を
踏
み
入

れ
る
。
し
か
し
同
時
に
ヒ
ト
は
、
不
公
平
な
他
者
に
対
し
、
腹
立
た
し
さ
や
憤
慨
の
よ
う
に
懲
罰
的
な
道
徳
的
態
度

も
備
え
て
い
る
。
さ
ら
に
ヒ
ト
は
、
正
確
に
は
懲
罰
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
厳
し
い
他
の
道
徳

的
態
度
を
も
備
え
て
お
り
、
そ
の
中
で
関
係
者
を
相
互
に
責
任
、
義
務
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
信
頼
、
尊
敬
、
責
務
、

非
難
、
罪
悪
感
の
観
点
か
ら
判
断
し
、
相
手
の
行
為
の
責
任
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
公
平
と
い
う
道
徳
性
は

こ
の
よ
う
に
、
同
情
と
い
う
道
徳
性
よ
り
は
る
か
に
複
雑
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
れ

は
無
関
係
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
多
く
の
場
合
に
そ
の
判
断
は
責
任
感
も
し
く
は
義
務
感
を
伴
う
。
関
係
者

す
べ
て
に
公
平
で
あ
り
た
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
関
係
者
す
べ
て
に
公
平
で
あ
る
べ
き

0

0

だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

一
般
に
、
同
情
は
純
粋
に
協
力
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
公
平
と
は
、
多
く
の
関
係
者
の
多
様
な
動
機
か
ら
生

じ
る
多
く
の
相
容
れ
な
い
要
求
に
対
し
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
解
決
策
を
探
し
求
め
る
た
め
に
競
争
を
協
力
化
し
た

よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

本
書
の
目
的
は
、
同
情
と
公
平
の
両
者
の
観
点
か
ら
、
ヒ
ト
の
道
徳
性
の
出
現
を
進
化
的
に
説
明
す
る
こ
と
で
あ

る
。
本
書
は
次
の
よ
う
な
想
定
の
も
と
に
話
を
進
め
て
い
く
。
ヒ
ト
の
道
徳
性
は
協
力
の
一
形
態
、
特
に
、
ヒ
ト
独

自
の
新
し
い
社
会
的
や
り
取
り
と
社
会
的
組
織
化
に
対
す
る
適
応
と
し
て
現
れ
て
き
た
形
態
で
あ
る
。
ホ
モ
・
サ
ピ

エ
ン
ス
は
超
協
力
的
霊
長
類
で
あ
り
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
唯
一
の
道
徳
的
霊
長
類
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
書
で

は
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
な
想
定
を
踏
ま
え
て
議
論
を
進
め
る
。
ヒ
ト
が
そ
の
特
に
協
力
的
な
社
会
的
調
整
の
中
で
生

き
残
り
、
う
ま
く
や
っ
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
ヒ
ト
独
自
の
至
近
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
認
知
、
社
会
的
相
互
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作
用
と
自
制
の
心
理
プ
ロ
セ
ス
）
に
よ
っ
て
、
ヒ
ト
の
道
徳
性
は
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
想
定
を
仮

定
し
た
上
で
、
本
書
で
は
（
一
）
主
に
実
験
研
究
に
基
づ
き
、
ヒ
ト
の
協
力
が
最
近
縁
な
霊
長
類
の
協
力
と
ど
の
よ

う
に
異
な
る
か
を
、
で
き
る
限
り
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、（
二
）
ヒ
ト
独
自
の
協
力
が
ど
の
よ
う
に
し
て

ヒ
ト
の
道
徳
性
を
生
み
出
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
な
進
化
的
シ
ナ
リ
オ
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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本
書
は
マ
イ
ケ
ル
・
ト
マ
セ
ロ
（
一
九
五
〇
～
）
に
よ
るA

 natural history of hum
an m

orality

（T
heM

IT


Press,2016

）
の
全
訳
で
あ
る
。
著
者
に
つ
い
て
、
も
は
や
詳
細
な
説
明
は
不
要
だ
ろ
う
。
長
ら
く
勤
め
た
マ
ッ
ク

ス
・
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
の
所
長
も
二
〇
一
八
年
に
は
退
職
し
（
正
確
な
時
期
は
不
明
だ
が
、
本
書
の
謝
辞
に
名
前
の
上

が
っ
て
い
る
イ
ヴ
ァ
ン
か
ら
、
二
〇
一
八
年
一
月
頃
に
送
別
会
が
あ
る
と
聞
い
て
い
た
）、
デ
ュ
ー
ク
大
学
へ
本
格
的
に
籍

を
移
し
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
ほ
ど
長
く
、
そ
し
て
体
系
的
に
、
比
較
発
達
心
理
学
研
究
を
継
続
し
て
き
た
研
究
者
も

い
な
い
だ
ろ
う
。
ト
マ
セ
ロ
の
主
な
研
究
対
象
は
ヒ
ト
の
幼
児
・
子
ど
も
と
ヒ
ト
以
外
の
霊
長
類
（
特
に
チ
ン
パ
ン

ジ
ー
）
で
あ
り
、
テ
ー
マ
は
言
語
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
協
力
行
動
な
ど
多
岐
に
亘
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
テ

ー
マ
も
相
互
に
様
々
な
形
で
関
連
し
て
お
り
、
本
書
冒
頭
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
『
思
考
の
自
然
誌
』（A

 natural

history of hum
an thinking,T

heM
IT

Press,2014,

翻
訳
は
勁
草
書
房
か
ら
近
刊
）、
ま
た
同
じ
く
勁
草
書
房
か
ら

翻
訳
が
出
版
さ
れ
て
い
る
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
起
源
を
探
る
』（O

rigins of hum
an com

m
unication,T

he

訳
者
解
説

中
尾　

央　
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M

IT
Press,2008,

翻
訳
は
松
井
智
子
・
岩
田
彩
志
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
を
合
わ
せ
て
読
め
ば
、
そ
の
関
連
も
よ
く
わ

か
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
に
も
多
数
の
著
書
が
（
そ
し
て
翻
訳
も
）
出
版
さ
れ
て
お
り
、
ど
れ
も
当
該
分
野

の
重
要
文
献
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
本
翻
訳
出
版
後
に
出
る
は
ず
だ
っ
たBecom

ing hum
an: A

 
theory of ontogeny

（BelknapPress,2018

）
も
も
う
出
版
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

以
下
、
ま
ず
は
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
た
だ
し
、
本
書
の
議
論
は
少
し
入
り
組
ん
で
い
る
た

め
、
以
下
で
の
確
認
は
ご
く
大
ま
か
な
概
要
に
止
め
る
。
第
一
に
、
重
要
な
進
化
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
本
書
で
は

三
段
階
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。（
一
）
ヒ
ト
と
ヒ
ト
以
外
の
霊
長
類
（
特
に
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
・
ボ
ノ
ボ
）
と
の
共
通
祖

先
（
六
〇
〇
万
年
前
頃
）、（
二
）
初
期
ヒ
ト
（earlyhum

ans,

四
〇
万
年
前
頃
、
ホ
モ
・
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ゲ
ン
シ
ス
の
頃
）、

（
三
）
現
生
ヒ
ト
（m

odernhum
ans,

十
五
万
年
前
頃
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
登
場
し
た
頃
）
と
い
う
三
段
階
で
あ
り
、

こ
の
各
段
階
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、（
一
）
現
生
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
・
ボ
ノ
ボ
、（
二
）
現
代
の
三
歳
ま
で
の
幼
児
、

（
三
）
三
～
五
歳
頃
の
幼
児
・
子
ど
も
に
対
す
る
実
験
・
観
察
が
主
に
参
照
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
～
四
章
で
考
察

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
段
階
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
考
察
の
軸
と
な
る
の
が
同
情
（sym

pathy

）
と
い
う
道
徳
性

と
公
平
（fairness

）
と
い
う
道
徳
性
の
進
化
で
あ
る
。
ま
た
第
五
章
は
、
主
に
関
連
す
る
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
と

本
書
の
議
論
の
比
較
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
三
段
階
の
う
ち
、
本
書
で
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
が
初
期
ヒ
ト
（
す
な
わ
ち
、
一
か
ら
二
へ
の
進
化
）
と
現

生
ヒ
ト
へ
の
（
す
な
わ
ち
、
二
か
ら
三
へ
の
）
進
化
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ま
ず
は
初
期
ヒ
ト
に
至
る
前
段
階
、
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ヒ
ト
と
そ
れ
以
外
の
霊
長
類
の
共
通
祖
先
の
段
階
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
こ
の
共
通
祖
先
段
階
で
は
、
主
に

競
争
に
勝
つ
た
め
、
基
本
的
に
は
血
縁
者
や
「
友
達
」
個
体
に
対
し
て
同
情
的
配
慮
を
見
せ
、
ま
た
コ
ス
ト
が
そ
れ

ほ
ど
大
き
く
な
く
、
競
争
が
起
き
な
い
場
面
で
は
、
そ
れ
以
外
の
個
体
も
援
助
す
る
。
と
は
い
え
、
基
本
的
に
は
順

位
制
社
会
で
あ
る
た
め
、
公
平
感
は
見
ら
れ
な
い
。
発
表
当
時
、
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
の
公
平
感
を
示
す
研
究
と
し
て

話
題
に
な
っ
たBrosnananddeW

aal

（2002

）
も
、
今
で
は
額
面
通
り
受
け
容
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
さ
ら
に
、

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
な
ど
で
も
集
団
狩
猟
は
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
な
共
同
志
向
性
を
欠
い
た
協
同
で
あ

る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

初
期
ヒ
ト
が
生
ま
れ
た
頃
、
生
態
環
境
が
大
き
く
変
化
し
、
初
期
ヒ
ト
は
協
同
的
な
狩
猟
採
集
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
お
互
い
に
相
互
依
存
し
な
が
ら
協
同
で
狩
猟
採
集
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
ヒ
ト
は
餓
死
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
、（
血
縁
個
体
や
友
達
以
外
の
）
協
同
相
手
に
同
情
的
配
慮
を
感
じ
る
進
化
的
理
由
が
生
ま
れ
た
。

協
同
相
手
に
同
情
的
配
慮
を
感
じ
、
援
助
す
る
こ
と
は
、
当
然
自
分
に
と
っ
て
も
利
益
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
強
制
的
協
同
狩
猟
採
集
と
い
う
共
同
目
標
を
う
ま
く
達
成
す
る
た
め
に
は
、
共
同
主
体
で
あ
る
「
わ
た
し
た

ち
」
を
形
成
し
、
お
互
い
の
共
通
基
盤
の
中
で
協
力
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
「
わ
た
し
」
と
「
あ
な

た
」
の
役
割
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
っ
た
（
こ
の
個
人
と
「
わ
た
し
た
ち
」
の
二
重
構
造
を
可
能
に
す
る
の
が
、
共
同
志

向
性
と
い
う
認
知
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
）。
こ
の
調
整
の
中
で
、
お
互
い
が
果
た
す
べ
き
理
想
的
役
割
が
お
互
い
の
共
通

基
盤
の
中
に
生
み
出
さ
れ
た
。
役
割
を
果
た
す
ヒ
ト
が
誰
で
あ
れ
、
各
自
が
各
自
の
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
協
同

狩
猟
採
集
は
成
功
せ
ず
、
生
き
て
い
け
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
理
想
的
役
割
は
、
そ
の
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役
割
を
果
た
す
の
が
「
わ
た
し
」
か
「
あ
な
た
」
か
と
は
関
係
の
な
い
主
体
独
立
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
各
自
が

こ
う
し
た
役
割
の
交
換
可
能
性
を
認
識
し
、
お
互
い
の
役
割
を
鳥
瞰
図
的
視
点
か
ら
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

自
他
の
等
価
性
が
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
る
（
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
自
他
等
価
性
の
認
識
そ
の
も
の
は
事
実
の
認
識
で
し

か
な
く
、
道
徳
的
内
容
は
含
ん
で
い
な
い
）。

さ
ら
に
、
協
同
狩
猟
採
集
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
良
い
パ
ー
ト
ナ
ー
を
選
ぶ
か
、
あ
ま
り
有
能
で
な

い
相
手
に
も
う
ま
く
働
い
て
も
ら
え
る
よ
う
に
そ
の
相
手
を
制
御
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、
も
し
選
べ
る

相
手
が
比
較
的
限
ら
れ
て
お
り
（
す
な
わ
ち
、
自
由
に
相
手
が
選
べ
る
わ
け
で
は
な
く
）、
ま
た
利
用
で
き
る
情
報
が
限

ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
特
定
の
誰
か
が
パ
ー
ト
ナ
ー
選
別
に
お
い
て
有
利
に
な
る
こ
と
も
そ
う
多
く
は
な
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
市
場
に
お
い
て
は
、
自
身
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
地
位
が
他
人
と
お
お
よ
そ
等
し
い

も
の
だ
と
各
自
が
理
解
し
て
お
り
、
そ
れ
が
先
述
し
た
自
他
等
価
性
の
認
識
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
パ
ー
ト
ナ
ー
同

士
で
の
互
敬
が
生
み
出
さ
れ
た
。
パ
ー
ト
ナ
ー
制
御
に
関
し
て
も
、
自
他
等
価
性
の
認
識
を
踏
ま
え
、
戦
利
品
に
相

応
し
く
な
い
と
判
断
さ
れ
て
た
だ
乗
り
者
は
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
選
ん
で

も
ら
う
た
め
に
は
、
有
能
な
協
同
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
と
い
う
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
す
な
わ
ち
、
協
力
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
を
備
え
、
維
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
上
述
し
た
鳥
瞰
図
的
視
点
か

ら
、
他
人
へ
の
評
価
の
み
な
ら
ず
、
他
人
が
自
分
を
ど
う
評
価
し
て
い
る
か
を
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
れ

ば
、
こ
の
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
個
人
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
感
覚
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
だ
ろ
う
。

協
同
狩
猟
採
集
を
さ
ら
に
確
実
な
も
の
に
し
た
の
が
（
そ
し
て
、
こ
の
協
同
を
戦
略
的
な
も
の
か
ら
非
戦
略
的
な
も
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の
へ
と
変
え
た
の
が
）、
共
同
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
形
成
で
あ
る
。
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
は
、
あ
る
種
の
約
束
の
よ
う

な
も
の
で
あ
り
（
約
束
と
い
う
言
葉
を
ト
マ
セ
ロ
は
使
わ
な
い
が
）、
計
画
や
目
的
に
自
分
た
ち
を
縛
り
付
け
る
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
を
超
え
て
協
同
活
動
を
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
る
の
だ
と
い
う
共
同
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
を
、
初
期
ヒ
ト
は
二
人
称
呼
称
を
用
い
た
明
示
的
な
協
力
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
形
成
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
協
同
活
動
の
参
加
者
は
「
わ
た
し
た
ち
」
と
い
う
超
個
人
的
実
体
に
一
体
化
し
、「
わ
た

し
た
ち
」
が
各
自
を
自
制
し
始
め
る
。
理
想
的
役
割
を
果
た
さ
な
い
ヒ
ト
は
、
相
手
か
ら
抗
議
な
ど
の
非
難
や
制
裁

を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
各
自
が
各
自
の
視
点
か
ら
行
う
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
、
両
者
が
コ
ミ
ッ

ト
し
て
い
る
「
わ
た
し
た
ち
」
に
よ
っ
て
不
偏
的
に
判
断
さ
れ
、
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た

非
難
や
制
裁
は
正
当
な
も
の
だ
と
判
断
さ
れ
た
。
こ
の
「
わ
た
し
た
ち
」
に
よ
る
自
制
が
内
在
化
さ
れ
れ
ば
、
共
同

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
へ
の
責
任
を
感
じ
、
ま
た
も
し
自
分
が
理
想
的
役
割
を
果
た
せ
な
い
場
合
に
は
、
罪
悪
感
を
感
じ

る
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
協
力
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
こ
う

し
て
、「
わ
た
し
た
ち
」
へ
の
共
同
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
「
わ
た
し
た
ち
」
に
よ
る
自
制
プ
ロ
セ
ス
が
、
共
同
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
を
形
成
す
る
二
人
の
間
に
限
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
あ
る
種
の
非
個
人
的
・
非
戦
略
的
な
規
範
感
覚
（
す

な
わ
ち
、「
べ
き
」
の
感
覚
）
を
生
み
出
し
た
。
こ
う
し
て
、
相
応
し
い
相
手
に
敬
意
を
持
っ
て
接
す
べ
き
と
い
う
、

公
平
と
い
う
道
徳
性
が
、
協
同
相
手
と
の
間
で
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
非
戦
略
的
理
由
か
ら
、
協
同
相
手
に
対
し
て
配
慮
を
行
い
、
敬
意
を
払
う
こ
と
こ
そ
が
、
初
期
ヒ

ト
の
二
人
称
の
道
徳
性
と
ト
マ
セ
ロ
が
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
身
の
利
害
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
が
、
あ
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く
ま
で
も
協
同
相
手
と
の
間
に
し
か
成
立
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
上
述
し
た
責
任
感
や
罪
悪
感
、
抗
議
な
ど
も
す

べ
て
二
人
称
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
、
現
代
の
ヒ
ト
幼
児
が
協
同
関
係
に
な
い
第
三
者
へ
抗
議
や
制
裁
を

行
わ
な
い
よ
う
に
、
二
人
称
の
道
徳
性
は
協
同
し
て
い
な
い
相
手
に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う

に
、
社
会
規
範
を
道
徳
的
な
も
の
に
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
二
人
称
の
道
徳
性
な
の
で
あ
る
。

現
生
ヒ
ト
へ
の
移
行
は
、
こ
の
「
わ
た
し
た
ち
」
が
「
文
化
集
団
」
に
置
き
換
わ
っ
た
と
き
に
生
じ
た
。
協
同
狩

猟
採
集
が
成
功
し
、
集
団
サ
イ
ズ
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
、
集
団
同
士
が
敵
対
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
集
団
内
部

で
は
分
業
化
が
進
ん
だ
。
結
果
、
現
生
ヒ
ト
は
協
同
相
手
だ
け
で
な
く
、
集
団
全
体
（
あ
る
い
は
集
団
の
メ
ン
バ
ー
全

員
）
に
依
存
し
、
集
団
と
一
体
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
相
互
依
存
関
係
が
拡
大
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

協
同
相
手
へ
の
同
情
も
集
団
全
体
へ
の
忠
誠
に
拡
大
さ
れ
る
。

次
に
拡
大
さ
れ
た
の
は
、
共
同
志
向
性
と
共
同
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
あ
る
。
協
同
相
手
と
の
限
定
的
な
「
わ
た
し

た
ち
」
は
集
団
メ
ン
バ
ー
全
員
に
拡
大
さ
れ
、
集
合
志
向
性
と
集
合
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
生
み
出
さ
れ
た
。
集
合
志

向
的
活
動
に
お
い
て
も
、
各
自
が
果
た
す
べ
き
理
想
的
役
割
は
主
体
独
立
で
あ
り
、
集
団
全
体
の
文
化
的
共
通
基
盤

の
中
で
共
有
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
役
割
を
慣
習
的
方
法
で
う
ま
く
果
た
し
（
ま
た
集
団
外
メ
ン
バ
ー
を
排
除
す
る
な
ど

し
て
）、
有
能
な
集
団
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
と
い
う
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
創
出
・
維
持
す
る
こ
と
で
、
現
生

ヒ
ト
は
集
団
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
（
す
な
わ
ち
、
集
合
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
）
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
こ
の
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
協
同
相
手
と
の
共
同
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
は
異
な
り
、
各
自
が
一
か
ら
形
成
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
自
身

が
生
ま
れ
る
前
か
ら
、
他
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
集
合
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
）。
こ
の
役
割
が
果
た
さ
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れ
な
か
っ
た
と
き
に
行
わ
れ
る
非
難
や
制
裁
を
正
当
化
す
る
の
は
各
自
が
コ
ミ
ッ
ト
す
る
集
団
で
あ
り
、
集
団
に
よ

る
こ
う
し
た
自
制
は
、
そ
れ
ゆ
え
「
わ
た
し
た
ち
」
を
超
え
た
、
あ
る
種
の
「
客
観
性
」
を
備
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
客
観
性
」
に
は
、
集
団
の
歴
史
的
背
景
も
含
ま
れ
て
い
る
。
行
動
の
善
悪
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
今
の
わ

れ
わ
れ
が
そ
う
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
も
そ
う
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
も
ち
ろ
ん

「
客
観
的
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
集
団
の
内
部
に
限
ら
れ
た
話
で
あ
り
、
集
団
外
の
ヒ
ト
は
「
野
蛮
人
」
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
集
団
に
よ
る
自
制
が
内
在
化
さ
れ
れ
ば
、
共
同
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
場
合
と

同
じ
よ
う
に
、
集
合
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
義
務
感
、
そ
し
て
自
分
が
理
想
的
役
割
を
果
た
せ
な

い
場
合
に
は
、
罪
悪
感
を
感
じ
て
い
た
だ
ろ
う
（
こ
れ
が
道
徳
的
自
己
統
制
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
）。
そ
う
し
な
け

れ
ば
、
後
述
す
る
道
徳
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
維
持
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
集
合
志
向
性
と

集
合
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
よ
り
、
現
生
ヒ
ト
の
「
客
観
的
」
道
徳
性
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
集
団
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
、
協
同
パ
ー
ト
ナ
ー
同
士
で
行
わ
れ
て
い
た
パ
ー
ト
ナ
ー
選
別
・
制
御
の
方

法
も
変
化
し
て
い
っ
た
。
お
互
い
が
直
接
抗
議
し
合
う
と
い
う
二
人
称
の
抗
議
で
は
、
あ
ま
り
親
し
く
な
い
相
手
と

の
や
り
取
り
が
少
な
く
な
い
状
況
で
は
、
制
御
の
機
能
を
う
ま
く
果
た
さ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
、

文
化
的
共
通
基
盤
で
共
有
さ
れ
る
社
会
規
範
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
社
会
規
範
に
は
純
粋
に
慣
習
的
な
も
の
も
、

ま
た
道
徳
的
な
も
の
も
含
ま
れ
る
。
社
会
規
範
が
道
徳
規
範
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
先
述
し
た
二
人
称
の
道
徳

性
に
関
連
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ん
ら
か
の
社
会
規
範
を
破
る
こ
と
が
、
集
団
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
配

慮
・
敬
意
を
欠
い
た
行
為
だ
と
み
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
道
徳
規
範
の
違
反
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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最
後
に
重
要
な
の
が
、
道
徳
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
と
維
持
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
意
味
で
道
徳
的
に
行
動
・
判
断
す
る
こ
と
で
形

成
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
う
ま
く
形
成
・
維
持
で
き
な
け
れ
ば
、
当
然
集
合
志
向
的
活
動
に
参

加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
十
分
な
地
位
を
備
え
た
大
人
・
人
物
と
み
な
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
図

４
‐
２
（
本
書
、
一
七
八
頁
）
が
示
す
よ
う
に
、
そ
し
て
本
書
の
議
論
が
示
す
通
り
、
現
生
ヒ
ト
の
道
徳
性
・
道
徳

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
は
複
数
の
異
な
る
方
向
性
を
持
っ
た
配
慮
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
病
気
に
な
っ
た
メ

ン
バ
ー
に
よ
り
多
く
の
食
べ
物
を
分
け
与
え
る
こ
と
は
、
他
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
み
れ
ば
平
等
な
扱
い
に
反
す
る

行
為
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
は
憤
慨
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
重
要
な
の
が
、
コ
ア
道
徳
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
周
囲
に
あ
る
防
御
帯
で
あ
る
。
現
生
ヒ
ト
は
こ
の
防
御
帯
に
お
い
て
、
一
見
非
道
徳
的
に
見
え
る
か
も

し
れ
な
い
行
動
を
う
ま
く
理
由
づ
け
し
、
正
当
化
し
な
が
ら
、
コ
ア
道
徳
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

で
は
次
に
、
本
書
の
意
義
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
確
か
に
著
者
が
言
う
通
り
、
協
力
行
動
や
利
他
性

の
進
化
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
近
年
（
特
に
直
接
的
）
互
恵
性
に
つ
い
て
は
そ
の
適
用
範
囲
の
狭
さ
ゆ
え
に
、

あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
間
接
的
互
恵
性
に
つ
い
て
は
、
ベ
ー
ム

『
モ
ラ
ル
の
起
源
』（Boehm

,2012

）
な
ど
、
道
徳
性
の
進
化
プ
ロ
セ
ス
で
そ
の
役
割
を
重
要
視
す
る
研
究
者
は
少

な
く
な
い
。
実
際
、
二
〇
〇
八
年
の
段
階
で
は
ト
マ
セ
ロ
本
人
も
本
書
よ
り
間
接
的
互
恵
性
を
重
要
視
し
て
い
た
よ
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う
で
あ
る
（T

om
asello,2008,pp.199-200,239,

邦
訳
一
八
〇
－
一
八
二
、
二
一
七
頁
）。
し
か
し
、
ト
マ
セ
ロ
本
人

も
認
め
る
よ
う
に
（
本
書
、
九
四
頁
）
間
接
互
恵
性
で
前
提
さ
れ
て
い
る
評
判
の
伝
達
に
と
っ
て
、
言
語
の
よ
う
な

正
確
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
法
が
重
要
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
ヒ
ト
の
道
徳
性
の
か
な
り
限
ら
れ
た
部
分
し
か

説
明
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
（O

htsuki&
Iw

asa,2006

）。
他
方
、
本
書
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
相
互
依
存

の
よ
う
な
相
利
共
生
関
係
は
、（
ト
マ
セ
ロ
本
人
の
考
察
を
除
け
ば
）
道
徳
性
の
進
化
を
考
察
す
る
上
で
こ
れ
ま
で
あ

ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
う
え
、
互
恵
性
で
は
説
明
で
き
な
か
っ
た
点
、
特
に
道
徳
心
理
の
進
化
が
説
明
で
き

る
よ
う
に
な
る
。
本
書
で
は
あ
ま
り
強
調
さ
れ
て
い
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
言
語
な
ど
が
進
化
す
る
以
前
に
、
ヒ
ト
の

道
徳
性
の
進
化
を
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
第
五
章
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
協
力
や
利
他
行
動
に
関
わ
る
心
の
進
化
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
ア
プ

ロ
ー
チ
（
特
に
道
徳
心
理
学
、
グ
リ
ー
ン
『
モ
ラ
ル
・
ト
ラ
イ
ブ
ズ
』（Green,2013

）
や
ハ
イ
ト
『
社
会
は
な
ぜ
左
と
右

に
わ
か
れ
る
の
か
』（H
aidt,2012

）
な
ど
を
参
照
）
で
は
情
動
や
直
観
が
注
目
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
ト
マ
セ
ロ
が

長
年
考
察
し
て
き
た
よ
う
な
共
有
志
向
性
を
前
面
に
押
し
出
し
た
考
察
は
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言

っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
道
徳
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
情
動
や
直
観
が
重
視
さ
れ
、
非
直
観
的
な
（
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
熟
慮
的
な
）
道
徳
判
断
は
直
観
的
な
道
徳
判
断
の
理
由
づ
け
に
使
用
さ
れ
る
、
二
次
的
な
役
割
を

果
た
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
理
由
づ
け
に
も
重
要
な
役
割

が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
維
持
で
あ
る
。
ま
た
、
慣
習
的
社
会
規

範
と
道
徳
規
範
の
区
別
も
長
ら
く
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
区
別
が
や
は
り
情
動
な
ど
に
基
づ
く
と
考
え
て
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い
る
他
の
研
究
者
と
は
異
な
り
（N

ichols,2004

な
ど
）、
ト
マ
セ
ロ
は
こ
の
区
別
の
根
底
に
二
人
称
の
道
徳
性
が
あ

る
と
論
じ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
同
情
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
各
種
の
道
徳
心
理
、
す
な
わ
ち
公
平

感
や
罪
悪
感
、
責
任
感
や
義
務
感
な
ど
の
進
化
に
踏
み
込
ん
で
い
る
点
も
重
要
で
あ
る
。
ダ
ー
ウ
ォ
ル
や
コ
ー
ス
ガ

ー
ド
、
さ
ら
に
は
ヒ
ュ
ー
ム
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
者
の
議
論
を
取
り
入
れ
、
参
考
に
し
て
い
る
点
も
特
徴
的
だ

ろ
う
（
そ
も
そ
も
、
共
有
志
向
性
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
哲
学
的
議
論
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
）。
こ
の
辺
り
に
つ
い

て
はPhilosophical Psychology, 31（5

）,2018

に
お
い
て
も
特
集
号
が
組
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
も
参
照

さ
れ
た
い
。
ま
た
、
道
徳
性
の
進
化
に
関
す
る
重
要
文
献
に
つ
い
て
も
近
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
は
お
お
む
ね
参
考

文
献
か
ら
辿
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
点
で
も
本
書
は
有
用
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
本
書
以
降
の
重

要
文
献
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、BuchananandPow

ell

（2018

）
な
ど
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
本
書
が
重
要
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
問
題
を
指
摘
す
る
こ

と
も
可
能
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
本
書
の
議
論
は
あ
ま
り
に
も
比
較
心
理
学
実
験
の
成
果
に
依
拠
し
す
ぎ
で
あ
り
、

実
際
の
進
化
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
根
拠
の
弱
い
想
定
が
置
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
著
者
は
初

期
ヒ
ト
の
パ
ー
ト
ナ
ー
選
択
市
場
が
平
等
主
義
的
で
あ
っ
た
と
い
う
想
定
を
挙
げ
て
い
る
が
（
本
書
、
二
四
二
頁
）、

他
に
も
、
文
化
集
団
へ
の
移
行
や
文
化
集
団
同
士
の
争
い
が
ど
れ
ほ
ど
強
い
選
択
圧
と
し
て
作
用
し
た
の
か
な
ど
、

ま
だ
議
論
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た

だ
、
比
較
心
理
学
実
験
を
軸
に
し
て
ヒ
ト
の
道
徳
性
の
進
化
プ
ロ
セ
ス
を
考
察
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
議
論
が
可
能
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で
あ
る
と
い
う
、
一
つ
の
集
大
成
的
成
果
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
視
点
で
こ
こ
ま
で
体

系
的
な
議
論
を
行
っ
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
。

実
際
、
ト
マ
セ
ロ
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
考
え
れ
ば
、
本
書
の
議
論
は
あ
る
意
味
（
共
有
志
向
性
そ
れ
自
体
は
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
を
考
察
し
て
い
る
段
階
か
ら
彼
に
と
っ
て
は
重
要
な
基
礎
概
念
に
な
っ
て
い
た
し
、
彼
が
協
力

行
動
の
進
化
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
）
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
自
然
な
発
展
で
は
あ
る
。
そ
し
て
、

二
〇
〇
八
年
の
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
起
源
を
探
る
』
な
ど
と
比
較
す
る
と
、
ト
マ
セ
ロ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
ど

の
よ
う
に
修
正
・
発
展
さ
せ
ら
れ
て
き
た
の
か
が
見
え
て
き
て
、
な
か
な
か
興
味
深
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
道
徳
性

の
進
化
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
訳
者
個
人
に
と
っ
て
は
非
常
に
驚
き
で
あ
っ
た
。
内
容
自
体
に
つ
い
て

も
（
こ
れ
も
ま
た
ト
マ
セ
ロ
自
身
が
哲
学
に
相
当
な
関
心
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
知
り
つ
つ
も
）、
ま
さ
か
こ
こ
ま

で
哲
学
的
議
論
を
参
照
し
て
い
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
昨
今
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
心
理
学
と
哲
学
の
垣
根
が
取
り

払
わ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
本
書
も
ま
た
、
こ
う
し
た
分
野
間
の
無
意
味
な
溝
を
埋
め
る
よ
う
な
試
み
に
な
っ
て
い
る
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
本
翻
訳
の
出
版
が
当
初
の
予
定
よ
り
大
幅
に
遅
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
関
係
各
所

に
心
よ
り
お
詫
び
申
し
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
メ
ー
ル
を
遡
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
初
稿
は
依
頼
を
受
け
た
数
カ
月
後
、

二
〇
一
六
年
五
月
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
諸
般
の
事
情
に
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
出
版
が
遅
れ
て
し
ま

っ
た
。
特
に
本
訳
書
の
各
種
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
急
に
動
き
始
め
た
二
〇
二
〇
年
三
～
五
月
頃
に
は
、
こ
の
翻
訳
に
か



268

訳者解説

な
り
多
く
の
時
間
を
割
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
様
々
な
方
面
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
し
ま
っ
た
。
四
年
と
い
う

長
期
に
亘
る
遅
延
の
原
因
は
訳
者
自
身
に
は
制
御
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ど
う
か
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
、
特
に
勁
草
書
房
の
永
田
悠
一
さ
ん
に
も
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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