
誤
解
を
承
知
の
う
え
で
言
お
う
︒
紛
争
の
始
点
に
は
〝
愛
〟
が

あ
る
︒
そ
の
愛
と
は
︑
自
己
犠
牲
の
愛
︒
隣
人
愛
と
い
っ
て
も
よ

い
︒
そ
れ
な
く
し
て
紛
争
は
始
ま
ら
な
い
︒
そ
し
て
そ
の
終
わ
る

と
こ
ろ
に
は
︑
戦
争
な
ら
ば
︑
破
壊
と
絶
望
が
待
つ
︒
し
か
し
は

じ
ま
り
は
〝
愛
〟︒
そ
の
隣
人
た
る
対
象
は
い
か
に
し
て
決
ま
り
︑

こ
ち
ら
と
他
所
と
を
分
か
つ
の
だ
ろ
う
か
︒

オ
キ
シ
ト
シ
ン
と
い
う
物
質
が
あ
る
︒
こ
の
﹁
愛
情
ホ
ル
モ
ン
﹂

と
し
て
知
ら
れ
る
物
質
を
含
む
気
体
を
鼻
先
に
シ
ュ
ッ
と
ス
プ
レ

ー
さ
れ
る
と
︑
目
の
前
に
い
る
相
手
に
好
意
を
い
だ
く
よ
う
に
な

る
︒
の
み
な
ら
ず
︑
戻
っ
て
く
る
保
証
が
な
い
お
金
を
︑
見
ず
知

ら
ず
の
他
人
を
信
用
し
︑
預
け
る
額
も
増
え
る︵Kosfeld et al., 2005; 

Theodoridou et al., 2009

︶︒
対
象
を
十
分
吟
味
す
る
こ
と
な
く
信
頼

す
る
こ
と
の
リ
ス
ク
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
︑
こ
の
ペ
プ
チ
ド
ホ

ル
モ
ン
の
作
用
に
よ
り
生
じ
る
﹁
大
抵
の
人
間
は
信
頼
で
き
る
﹂

と
い
う
感
覚
に
は
適
応
上
の
意
義
が
あ
り
︑
そ
う
し
た
特
性
を
も

つ
個
人
の
心
理
的
な
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
︵
抵
抗
力
︶
は
強
く
︑
仮
に

集
団
か
ら
疎
外
さ
れ
た
と
し
て
も
不
快
感
情
や
孤
独
感
が
立
ち
直

り
や
す
い
︒

サ
イ
バ
ー
ボ
ー
ル
ゲ
ー
ム
と
い
う
心
理
実
験
課
題
が
あ
る
︒
こ

の
ゲ
ー
ム
で
は
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
三
名
の
参
加
者
間
で
か

わ
す
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
す
る
︒
互
い
に
自
由
に
ボ
ー
ル
を
投
げ

た
り
受
け
た
り
す
る
こ
と
を
通
じ
て
参
加
者
相
互
の
交
流
が
進
む

な
か
で
︑
あ
る
段
階
を
境
に
︑
特
定
の
参
加
者
に
ボ
ー
ル
が
ま
わ

ら
な
く
な
る
︒
い
わ
ば
仲
間
外
れ
の
状
況
に
置
く
と
︑
そ
の
当
人

に
︑
孤
独
感
や
さ
み
し
さ
な
ど
の
不
快
感
情
が
誘
発
さ
れ
る
︒
し

か
し
な
が
ら
︑
一
般
的
信
頼
が
高
い
個
人
に
お
い
て
は
︑
脳
の
前

頭
前
野
腹
外
側
部
の
活
動
が
相
対
的
に
高
く
︑
負
の
感
情
が
緩
和

さ
れ
や
す
い
︒
こ
う
し
た
前
頭
前
野
は
︑
大
脳
深
部
と
と
も
に
協

調
し
つ
つ
︑
情
動
や
思
考
︑
行
動
の
調
整
過
程
に
寄
与
し
︑
個
人

の
環
境
適
応
を
促
す
︒

な
お
︑
上
述
し
た
よ
う
な
神
経
シ
ス
テ
ム
は
︑
死
が
顕
現
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
も
活
性
化
す
る
︒
あ
ら
ゆ
る
生
が
有
限
で
あ
り
︑

自
身
も
そ
れ
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
に
ふ
れ
る
こ
と
は
〝
存

る
も
の
〟
へ
の
不
安
を
も
た
ら
す
︒
こ
の
﹁
存
在
論
的
恐
怖
﹂
は
︑

本
性
に
も
と
づ
く
自
然
な
感
覚
で
あ
り
︑
自
尊
感
情
や
︑
他
者
と

の
紐
帯
︑
あ
る
い
は
文
化
的
世
界
観
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
あ

る
い
は
︑
こ
れ
を
否
認
し
︑
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
り
緩
和
さ
れ
る

︵Q
uirin et al., 2012; 

脇
本
︑
二
〇
一
二
︶︒
重
要
な
の
は
次
の
点
で
あ

る
︒
ま
ず
存
在
論
的
恐
怖
が
抑
制
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
︑
外
集

団
に
対
す
る
排
他
的
な
防
衛
反
応
が
生
じ
う
る
こ
と
︑
し
か
し
︑
自

覚
的
に
死
と
向
き
合
い
︑
熟
考
す
る
こ
と
に
よ
り
防
衛
反
応
が
低

減
す
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
現
れ
は
所
属
す
る
文
化
圏
に
よ
っ
て
異

な
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
ア
メ
リ

カ
人
と
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
と
を
比
較
す
る
と
︑
前
者
は
他
者

へ
の
排
他
的
な
態
度
が
生
じ
る
の
に
対
し
︑
後
者
で
は
む
し
ろ
協

調
的
な
態
度
が
現
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
︵M

a-Kellam
s &

 Blascovich, 

2011

︶︒
そ
れ
で
は
日
本
で
は
︑
そ
う
し
た
恐
怖
感
は
い
か
な
る
脳

活
動
に
よ
っ
て
生
じ
︑
防
衛
反
応
を
導
く
の
だ
ろ
う
か
︒

実
験
で
は
︑
死
を
連
想
さ
せ
る
漢
字
︵
死
条
件
：
喪
︑
棺
︶︑
な

い
し
不
快
条
件
と
な
る
漢
字
︵
独
︑
汚
︶
を
提
示
し
︑
そ
の
間
の

脳
活
動
をfM

R
I

計
測
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
死
の
顕
現
化
に
よ
る

扁
桃
体
の
活
動
は
︑
単
な
る
不
快
の
そ
れ
よ
り
も
高
く
︑
そ
の
活

動
は
﹁
自
尊
心
﹂
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
る
︵
自
尊
心
が
高
い
と
活
動

が
低
い
︶
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
自
尊
心
の
低
い
個
人
が
日

本
に
対
し
て
批
判
的
な
内
容
の
エ
ッ
セ
イ
を
読
む
と
︑
筆
者
に
対

す
る
排
斥
的
な
態
度
が
高
ま
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
︵Yanagisawa et 

al., 2016

︶︒
こ
う
し
た
防
衛
反
応
は
︑
無
自
覚
的
に
生
じ
る
こ
と
が

多
い
た
め
︑
紛
争
︑
偏
見
や
差
別
と
い
っ
た
問
題
と
深
く
関
わ
っ

て
お
り
︑
そ
の
機
構
の
解
明
が
急
務
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
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「畏敬の念」は攻撃行動を生ずるのか？―個人・集団間葛藤の予防に向けた予備的考察Ⅱ

「
畏
敬
の
念
」は
攻
撃
行
動
を
生
ず
る
の
か
？

―
個
人
・
集
団
間
葛
藤
の
予
防
に
向
け
た
予
備
的
考
察
Ⅱ
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1
オ
キ
シ
ト
シ
ン
と
社
会
集
団

　

さ
て
︑
上
述
し
た
オ
キ
シ
ト
シ
ン
受
容
体
の
遺
伝
子
に
は
三
種

の
タ
イ
プ
が
あ
り
︵
G
G
︑ A
G
︑
A
A
︶︑
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
い
ず

れ
か
の
型
を
有
す
る
︒
D
N
A
の
塩
基
配
列
は
︑
四
種
の
記
号
か

ら
構
成
さ
れ
︑
同
一
種
に
お
け
る
個
体
間
の
相
違
に
よ
り
︑
身
体

的
特
徴
︑
認
知
︑
あ
る
い
は
行
動
を
は
じ
め
と
す
る
表
現
型
の
個

人
差
が
生
じ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
︒
こ
の
遺
伝
子
多
型
︵gene 

polym
orphism

︶
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
う
ち
︑
オ
キ
シ
ト
シ
ン
受
容

体
に
か
か
る
G
を
多
く
有
す
る
個
人
は
︑
と
り
ま
く
環
境
に
対
す

る
感
受
性
が
高
く
︑
例
え
ば
︑
視
線
を
通
じ
て
他
者
の
心
情
を
推

し
量
る
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
お
り
︑
共
感
性
が
高
く
︑
文
化
圏
の
規

範
に
そ
う
よ
う
に
︑
自
身
の
感
情
を
制
御
す
る
︒

な
お
︑
共
感
性
は
フ
ラ
ッ
ト
な
も
の
で
は
な
く
︑
そ
こ
に
は
濃

淡
が
あ
り
︑
内
集
団
へ
の
偏
向
を
基
礎
と
す
る
こ
と
を
特
徴
と
す

る
︒
内
集
団
と
は
︑
家
族
︑
身
近
な
友
人
︑
あ
る
い
は
所
属
す
る

集
団
︵
民
族
・
国
家
等
︶
の
メ
ン
バ
ー
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
〝
む

こ
う
側
〟
が
外
集
団
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
内
集
団
の
メ
ン
バ
ー
の

顔
に
注
射
針
の
先
端
が
刺
さ
る
の
を
見
る
と
︑
そ
の
痛
み
を
自
身

の
も
の
の
よ
う
に
感
じ
取
り
︑
脳
の
体
性
感
覚
野
が
活
性
化
す
る

︵Luo et al., 2015

︶︒
体
性
感
覚
野
と
は
︑
上
行
性
の
末
梢
の
感
覚
情

報
が
入
力
さ
れ
る
脳
領
域
で
あ
り
︑
自
身
へ
の
痛
み
刺
激
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
︑
他
者
に
加
わ
る
の
を
見
て
も
同
様
に
活
性
化
す
る

脳
の
共
感
領
域
で
あ
る
︒
い
わ
ば
自
他
を
架
橋
す
る
共
感
領
域
の

一
つ
に
あ
た
る
体
性
感
覚
野
の
活
動
は
︑
内
集
団
と
同
様
に
︑
外

集
団
の
顔
に
注
射
針
が
刺
さ
っ
て
い
る
画
像
を
み
て
も
活
性
化
す

る
︒
た
だ
し
︑
オ
キ
シ
ト
シ
ン
受
容
体
の
G
保
有
者
に
お
い
て
は
︑

内
集
団
成
員
に
対
す
る
活
動
と
比
し
て
︑
外
集
団
に
対
す
る
活
動

は
乏
し
い
︒
こ
れ
は
痛
み
を
感
ず
る
目
の
前
の
人
物
が
︑
あ
ち
ら

か
こ
ち
ら
か
で
︑
脳
の
反
応
性
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
意
味
す

る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
こ
に
は
個
人
差
が
あ
り
︑
結
果
の
再
現
性
に

つ
い
て
十
分
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
し
︑
そ
も
そ
も
単
一
の
遺

伝
子
で
き
ま
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
︑
保
有
す
る
遺

伝
子
に
よ
り
︑〝
こ
ち
ら
〟
と
〝
あ
ち
ら
〟
の
分
水
嶺
が
変
わ
る
可

能
性
を
示
唆
す
る
︒〝
内
側
〟
に
偏
っ
た
共
感
性
は
︑
遺
伝
子
に
よ

っ
て
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
垣
間
見
え
よ
う
︒

2
内
と
外
を
分
か
つ〝
愛
情
〟遺
伝
子

オ
キ
シ
ト
シ
ン
は
﹁
愛
情
ホ
ル
モ
ン
﹂
と
し
て
〝
内
と
外
を
分

か
つ
〟︒
こ
の
遺
伝
子
を
有
す
る
か
ぎ
り
︑
愛
情
の
及
ぶ
範
囲
は
無

限
で
は
な
く
︑
そ
こ
に
は
限
り
が
あ
る
︒
そ
の
及
ば
な
い
範
囲
に

お
い
て
は
︑
た
だ
中
性
的
で
あ
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
否
定
的

な
作
用
が
及
ぶ
こ
と
も
あ
る
︒
筆
者
の
グ
ル
ー
プ
は
︑
こ
の
遺
伝

子
多
型
と
被
虐
待
経
験
︑
攻
撃
性
と
の
関
連
を
見
い
出
し
て
い
る
︒

実
験
で
は
︑
乳
幼
児
を
養
育
中
の
母
親
が
参
加
し
︑
簡
単
な
記
憶

課
題
で
好
成
績
を
と
る
こ
と
を
求
め
た
︒
課
題
で
は
︑
五
秒
間
提

示
さ
れ
る
八
文
字
︵
な
い
し
二
文
字
︶
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
無
意
味

綴
り
を
記
銘
し
︑
二
分
後
に
想
起
し
回
答
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
︒
こ
れ
と
並
行
し
て
︑
乳
児
の
泣
き
声
を
聴
覚
提
示
す
る
と
︑
こ

れ
が
課
題
の
遂
行
を
妨
害
す
る
刺
激
と
な
る
が
︑
課
題
を
終
え
た

の
ち
に
︑
こ
の
乳
児
へ
の
世
話
意
図
を
自
己
報
告
式
の
質
問
紙
で

問
う
た
と
こ
ろ
︵
抱
く
か
ど
う
か
︑
オ
ム
ツ
を
替
え
る
か
等
︶︑
上
記

の
G
型
に
お
い
て
︑
そ
こ
に
被
虐
待
経
験
が
加
わ
る
と
︵
被
虐
待

経
験
の
態
度
は
質
問
紙
に
よ
り
評
価
︶︑
そ
の
他
の
群
と
比
較
し
て
︑

世
話
意
図
が
大
き
く
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︵H

iraoka 

and N
om

ura, in subm
ission

︶︒
通
常
︑
乳
児
に
対
し
て
は
︑
何
が
し

か
の
世
話
意
図
が
自
然
に
喚
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ

れ
が
低
下
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
内
と
外
と
の
分
水
嶺
が
︑
特

定
の
要
因
を
ト
リ
ガ
ー
と
し
て
︑
か
ぎ
り
な
く
内
側
に
移
行
し
う

る
︵
共
感
対
象
が
著
し
く
狭
ま
る
︶
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
こ
の
結
果

と
︑
情
動
制
御
の
不
全
が
︑
オ
キ
シ
ト
シ
ン
遺
伝
子
多
型
と
被
虐

待
経
験
と
の
関
連
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
ふ
ま

え
る
と
︑ 

遺
伝
と
環
境
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
︑
虐
待
の
負
の
ス

パ
イ
ラ
ル
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

な
お
︑
詳
細
は
別
の
機
会
に
譲
る
が
︑
行
動
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま

ら
ず
︑
虐
待
経
験
は
D
N
A
そ
の
も
の
を
修
飾
し
う
る
︵
メ
チ
ル

化: m
ethylation

︶︒
ま
た
そ
れ
が
次
世
代
に
影
響
し
う
る
点
に
つ
い

て
も
︑
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
博
物
学
者
の
ラ

マ
ル
ク
︵Lam

arck, J.-B.

︶
の
主
張
し
た
﹁
要
不
要
説
﹂
を
ル
ー
ツ

と
す
る
視
座
で
あ
る
︒
彼
は
︑
キ
リ
ン
の
首
は
当
初
は
長
く
は
な

か
っ
た
と
し
︑
そ
れ
が
エ
サ
と
な
る
樹
木
が
ま
ば
ら
で
あ
る
環
境

に
お
い
て
︑
高
所
の
エ
サ
を
と
る
た
め
に
首
が
伸
び
︑
そ
れ
が
子
々

孫
々
に
伝
わ
る
過
程
に
お
い
て
徐
々
に
長
く
な
っ
て
い
っ
た
と
主

張
し
た
︒
そ
れ
が
近
年
は
︑
エ
ピ
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ク
ス
︵epigenetics

︶

と
呼
ば
れ
る
分
子
生
物
学
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
発
想
と
な
り
︑
子

孫
に
遺
伝
情
報
を
伝
え
る
生
殖
細
胞
に
お
い
て
︑
身
体
を
構
成
す

る
体
細
胞
︵
首
な
ど
︶
に
変
化
を
及
ぼ
し
う
る
と
す
る
デ
ー
タ
が

示
さ
れ
つ
つ
あ
る
︒
突
然
変
異
の
よ
う
に
塩
基
配
列
の
変
化
を
伴

わ
ず
と
も
︑
内
因
／
外
因
性
の
入
力
に
よ
り
遺
伝
子
の
発
現
形
態

は
修
飾
さ
れ
︑
環
境
入
力
に
よ
り
︑
あ
る
遺
伝
子
は
活
性
化
し
︑
あ

る
も
の
は
抑
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
細
胞
か
ら
各
器
官
︑
脳
︑
高

次
精
神
機
能
に
至
る
各
階
層
の
機
能
変
化
を
生
む
︒
何
が
し
か
の

形
質
が
獲
得
さ
れ
る
と
︑
仮
に
そ
れ
が
体
細
胞
に
お
け
る
変
化
で

あ
っ
て
も
︑
次
世
代
に
伝
わ
り
︑
広
く
は
社
会
の
形
成
や
維
持
に

も
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
︒

3
集
団
の
サ
イ
ズ
と
前
頭
前
野

人
類
の
歴
史
に
お
い
て
︑
狩
猟
採
集
の
時
代
か
ら
︑
群
れ
か
ら

徐
々
に
集
団
を
な
し
︑
村
か
ら
国
へ
と
集
団
の
サ
イ
ズ
が
大
き
く

な
っ
て
く
る
と
︑
殺
人
に
い
た
る
よ
う
な
暴
力
行
為
が
急
増
す
る

︵M
aría G

óm
ez et al., 2016

︶︒
集
団
の
サ
イ
ズ
は
︑
あ
ら
ゆ
る
種
の

な
か
で
人
間
は
も
っ
と
も
大
き
く
︑
脳
に
占
め
る
新
皮
質
の
割
合

も
最
大
で
あ
る
︵D

unbar et al., 2008

︶︵
図
1
︶︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑

そ
の
前
頭
前
野
を
含
む
新
皮
質
は
︑
外
的
な
光
や
振
動
等
︑
物
理

的
に
存
在
す
る
知
覚
的
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
関
わ
る
以
上
に
︑
個

体
間
の
関
係
の
構
築
に
大
き
く
寄
与
す
る
︒
ラ
マ
ル
ク
の
論
を
待

つ
ま
で
も
な
く
︑
生
物
の
多
様
性
は
︑
環
境
へ
の
適
応
過
程
に
お

い
て
生
ず
る
な
か
で
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
が
皮
肉
に
も
︑
当

初
︑
暴
力
に
よ
る
死
因
が
二
％
程
度
で
あ
っ
た
も
の
が
︑
集
団
の

サ
イ
ズ
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
︑
三
〇
％
程
度
に
ま
で
増
大
し
た

︵
図
2
︶︒
そ
れ
は
︑
法
体
系
の
整
備
︑
警
察
機
能
の
組
織
化
︑
文

化
・
規
範
等
の
影
響
に
よ
り
︑
現
代
の
私
た
ち
に
は
実
感
し
が
た

い
内
容
で
あ
り
︑
哺
乳
類
全
体
に
お
い
て
も
同
種
を
殺
す
割
合
は
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〇
・
三
％
程
度
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
考
え
て
も
︑
き
わ
め
て
高
い

数
値
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒G

óm
ez

ら
︵2016

︶
は
︑
こ
れ

ら
の
解
析
結
果
を
包
括
し
︑
殺
人
率
の
時
系
列
変
化
の
ペ
ー
ス
を

考
え
る
と
︑
か
か
る
特
徴
は
遺
伝
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
む

し
ろ
︑
環
境
の
影
響
が
大
き
い
と
結
論
し
て
い
る
︒
そ
の
環
境
と

の
共
変
化
に
よ
り
前
頭
前
野
の
発
達
し
た
人
間
の
〝
触
れ
幅
〟
は

や
は
り
大
き
い
︒

な
お
︑
発
達
段
階
の
初
期
よ
り
人
間
は
﹁
強
き
を
く
じ
き
︑
弱

き
を
助
け
る
﹂
を
好
む
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ

の
社
会
環
境
に
よ
っ
て
ゆ
ら
ぐ
初
期
の
段
階
か
ら
︑
正
義
で
あ
っ

た
り
︑
他
者
と
の
紐
帯
を
好
む
こ
と
は
︑
人
間
本
性
を
利
他
的
で

あ
る
と
す
る
主
張
の
根
拠
と
さ
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
仮
に
利
他

性
が
自
己
犠
牲
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
︑こ

の
利
他
的
な
本
性
が
攻
撃
行
動
の
基
礎
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
し
︑
こ

う
し
た
視
点
で
︑
紛
争
の
原
因
を
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
︒

4
畏
敬
の
功
罪

雄
大
な
自
然
と
相
対
し
た
と
き
に
抱
く
感
情
︑
新
た
な
体
験
に

よ
っ
て
も
世
界
観
は
更
新
さ
れ
︑
変
容
の
き
っ
か
け
と
な
る
︒
従

来
美
学
で
扱
わ
れ
て
き
た
こ
の
﹁
崇
高
﹂
の
概
念
は
︑
心
理
学
に

お
い
て
も
﹁
畏
怖
︵
畏
敬
︶﹂
な
い
し
﹁
畏
敬
の
念
﹂
と
し
て
注
目

さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
も
た
ら
す
効
果
は
︑
時
間
知
覚
を
変
容
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
︑
利
用
可
能
な
時
間
が
十
分
に
あ
る
と
い
う
感
覚

を
も
た
ら
し
︑
所
有
物
の
寄
付
︑
あ
る
い
は
公
平
な
分
配
な
ど
の

向
社
会
的
行
動
を
促
進
す
る
︒
の
み
な
ら
ず
個
人
の
良
好
な
健
康

状
態
を
も
予
測
す
る
な
ど
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
効
果
が
多
く
報
じ
ら

れ
て
い
る︵Piff et al., 2015; Rudd et al., 2012; Stellar et al., 2015

︶︒
畏

敬
の
念
は
︑
自
分
は
ち
っ
ぽ
け
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自

覚
さ
せ
︵sm

all self

︶︑
物
質
的
︑
利
己
的
︑
即
時
的
な
囚
わ
れ
を
解

放
す
る
︒
そ
れ
は
デ
ー
タ
を
待
つ
ま
で
も
な
く
︑
経
験
的
に
も
十

分
理
解
し
う
る
内
容
で
あ
ろ
う
︒

一
方
で
︑
い
ま
だ
エ
ビ
デ
ン
ス
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
畏
敬

の
も
た
ら
す
影
響
は
︑
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
側
面
に
と
ど
ま
ら
な
い
可

能
性
が
あ
る
︵
野
村
︑
二
〇
一
六
︶︒
な
ぜ
な
ら
ば
畏
敬
の
念
が
喚

起
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
︑
従
来
の
ス
キ
ー
マ
︵
知
識
・
信
念
体

系
︶
の
更
新
の
必
要
に
迫
ら
れ
る
が
︑
も
し
そ
の
更
新
が
困
難
で

あ
り
︑
自
身
へ
の
脅
威
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
な
ら
ば
︑
防
衛
反
応

を
喚
起
し
う
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
は
︑
自
然
も
し
く
は
神

を
恐
れ
︑
崇
め
る
集
団
が
︑
と
き
に
他
者
へ
の
寛
容
を
失
い
︑
過

度
の
暴
力
を
行
使
す
る
集
団
の
い
る
事
実
は
︑
光
の
面
だ
け
で
は

な
く
畏
敬
の
﹁
暴
力
装
置
﹂
と
し
て
の
側
面
を
示
唆
す
る
も
の
で

は
な
い
か
︵
野
村
︑
二
〇
一
六
︶︒

5
帰
属
と
攻
撃
性

以
上
の
仮
説
を
検
討
す
る
た
め
に
行
っ
た
実
験
を
紹
介
す
る
︒

は
じ
め
に
︑
国
内
に
お
い
て
畏
敬
を
評
価
す
る
質
問
紙
が
な
い
た

め
︑
英
語
版
︵Piff et al., 2015

︶
を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
の
ち
︑
英

文
へ
の
バ
ッ
ク
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
︵
於 

：
ク
リ
ム
ゾ
ン 

イ
ン
タ

ラ
ク
テ
ィ
ブ
社
︶︑
お
よ
び
翻
訳
後
の
英
文
に
対
す
る
原
著
者
ら
に

よ
る
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
ふ
ま
え
て
︑
日
本
語
版
の
質
問
紙
を
開

発
し
た︵K

ato, Sato, N
om

ura,in preparation

︶︒
質
問
は
以
下
の
一
〇

項
目
か
ら
な
っ
た
︵﹁
私
は
自
分
よ
り
大
き
な
何
か
の
存
在
を
感
じ
る
﹂

﹁
私
は
何
か
大
き
な
存
在
の
一
部
だ
と
感
じ
る
﹂﹁
私
は
自
分
が
小
さ
く

て
大
し
た
こ
と
が
な
い
と
感
じ
る
﹂
な
ど
︶︒
こ
れ
を
用
い
て
︑
三
分

間
の
映
像
を
視
聴
し
た
後
の
畏
敬
の
程
度
︵sm

all self

等
︶
を
評
価

し
︑
畏
敬
導
入
︵
降
雪
し
た
連
峰
な
ど
の
大
自
然
な
ど
︶
に
よ
る
効

果
を
︑
統
制
条
件
︵
企
業
の
P
R
映
像
等
︶
と
比
較
検
討
を
行
っ
た
︒

攻
撃
性
を
計
測
す
る
行
動
課
題
と
し
て
は
︑
P
S
A
P
︵Point 

Subtraction A
ggression Paradigm

︶
を
実
施
し
た
︒
実
験
参
加
者
は

課
題
中
に
獲
得
し
う
る
ポ
イ
ン
ト
︵
一
〇
円
／
一
ポ
イ
ン
ト
︶
を
巡

り
︑
別
室
に
待
機
す
る
別
の
参
加
者
と
P
C
を
介
し
て
争
奪
す
る
︒

そ
の
個
々
の
試
行
で
は
﹁
ポ
イ
ン
ト
の
取
得
﹂﹁
他
者
の
ポ
イ
ン
ト

を
奪
う
﹂﹁
自
分
の
ポ
イ
ン
ト
の
防
衛
﹂
の
三
反
応
の
う
ち
い
ず
れ

か
一
つ
を
選
択
す
る
︒
こ
の
う
ち
﹁
他
者
の
ポ
イ
ン
ト
を
奪
う
﹂

の
選
択
率
が
攻
撃
性
の
指
標
と
な
る
︒
な
お
︑
こ
こ
で
の
対
戦
相

手
の
選
択
は
P
C
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
自
動
的
に
制
御
さ
れ
て
お
り
︑

六
～
一
二
〇
秒
に
つ
き
一
回
︑
ラ
ン
ダ
ム
な
間
隔
で
︑
参
加
者
の

図2　暴力が死因となった割合（r（29）=. 70, p <.001）（María Gómez 
et al.（2016）より改編）

図1　霊長類各種の集団サイズと脳における新皮質の割合（Dunbar
（2008）より改編）
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ポ
イ
ン
ト
を
奪
っ
て
い
た
︒
こ
れ
に
対
す
る
︑
参
加
者
の
選
択
結

果
を
︑
攻
撃
性
の
観
点
か
ら
数
量
化
す
る
︒

こ
こ
で
も
う
一
つ
の
仕
掛
け
が
あ
る
︒
畏
敬
の
映
像
視
聴
中
に
︑

見
知
ら
ぬ
人
物
の
﹁
怒
り
顔
﹂
を
ラ
ン
ダ
ム
に
提
示
す
る
と
い
う

も
の
だ
︒
そ
の
狙
い
は
︑﹁
帰
属
︵attribution

︶﹂
理
論
に
基
づ
い

て
︑
こ
の
﹁
怒
り
顔
﹂
を
P
S
A
P
課
題
に
先
立
っ
て
提
示
す
る

こ
と
に
よ
り
︑︵
本
来
な
ら
ば
︶
対
戦
相
手
に
対
し
て
生
じ
る
怒
り

の
感
情
や
不
快
感
に
つ
い
て
︑
こ
れ
を
先
行
す
る
顔
か
ら
生
じ
た

も
の
だ
と
勘
違
い
︵
誤
帰
属
︶
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
仮

に
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
対
戦
相
手
に
対
す
る
怒
り
は
緩
和
さ
れ
︑
攻

撃
行
動
も
減
少
し
う
る
︑
と
い
う
仮
説
を
検
証
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
︒実

験
の
結
果
︑
ま
ず
自
己
の
縮
小
の
程
度
と
︑
攻
撃
性
と
の
正

の
相
関
関
係
を
見
出
し
た
︒
こ
れ
は
畏
敬
の
影
響
が
大
き
い
ほ
ど
︑

特
定
の
条
件
下
で
︑
攻
撃
性
が
高
ま
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
結
果

で
あ
る
︵
図
3
︶︒
こ
れ
に
加
え
て
重
要
な
こ
と
と
し
て
︑
か
り
に

畏
敬
の
念
が
喚
起
さ
れ
た
と
し
て
も
︑
先
行
し
て
怒
り
の
刺
激
が

提
示
さ
れ
る
と
︑
攻
撃
行
動
と
の
相
関
性
が
非
有
意
に
な
る
こ
と

も
わ
か
っ
た
︒
怒
り
の
矛
先
が
当
事
者
で
は
な
く
︑
こ
れ
と
は
関

連
の
な
い
先
行
事
象
に
向
く
︵
帰
属
さ
れ
る
︶
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

あ
る
種
の
〝
ワ
ク
チ
ン
〟
と
し
て
︑
先
だ
っ
て
怒
り
の
帰
属
対
象

を
も
う
け
る
こ
と
に
よ
り
︑
来
た
る
攻
撃
行
動
︑
な
い
し
そ
の
ト

リ
ガ
ー
と
な
る
怒
り
感
情
を
緩
和
で
き
る
︒
こ
の
こ
と
は
同
時
に
︑

怒
り
の
帰
属
対
象
が
︑
本
来
自
身
の
怒
り
の
源
泉
と
な
ん
ら
関
連

の
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
︑
そ
ち
ら
に
転
化
さ
れ
る
可
能
性
を
示

す
も
の
で
あ
る
︒

東
日
本
大
震
災
を
経
て
︑
う
つ
ろ
う
自
然
界
や
死
︑
自
己
の
有

限
性
を
自
覚
す
る
機
会
が
増
え
た
︒
内
閣
府
の
調
査
に
よ
る
と
︑

﹁
大
震
災
以
降
︑
家
族
や
地
域
︑
社
会
と
の
繫
が
り
を
よ
り
大
切
に

思
う
よ
う
に
な
っ
た
﹂
と
の
回
答
が
八
割
近
く
に
の
ぼ
る
︵
無
作

為
抽
出
に
よ
る
六
一
八
六
名
の
回
答
に
基
づ
く
：
内
閣
府
広
報
室
︑
二

〇
一
二
︶︒
互
い
が
互
い
を
心
に
と
め
︑
そ
の
心
理
的
紐
帯
が
︑
行

動
と
し
て
も
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
︒
そ
れ
は
九
・
一
一
の

テ
ロ
に
よ
り
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
起
こ
っ
た
変
化
と
も
符
合
す

る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
一
方
で
︵
あ
る
い
は
こ
れ
と
同
期
す
る
よ
う

に
︶︑
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
み
ら
れ
る
排
他
的
な
言
動
も
増
加
し

︵
米
国
に
お
い
て
は
反
イ
ス
ラ
ム
︑
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
の
増
加
等
︶︑
そ

れ
は
存
在
論
的
恐
怖
︑
誤
っ
た
帰
属
な
ど
の
要
素
が
複
雑
に
絡
み

合
う
な
か
で
︑
噴
出
し
て
い
る
問
題
か
の
よ
う
に
み
え
る
︒

以
上
︑
少
な
く
と
も
畏
敬
は
︑
寛
容
性
を
も
た
ら
す
一
方
で
︑
外

集
団
へ
の
懲
罰
動
機
を
強
め
︑
対
決
姿
勢
を
促
進
し
︑
紛
争
の
発

生
・
激
化
の
一
因
と
な
り
う
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
︒
ま
た
そ

う
し
た
過
程
に
か
か
わ
る
個
人
特
性
︵
気
質
︑
認
知
︑
態
度
・
信
念

︿
政
治
的
態
度
︑
信
仰
心
﹀
等
︶
の
影
響
に
つ
い
て
も
現
在
検
討
中
で

あ
り
︑
こ
ち
ら
の
結
果
に
つ
い
て
ま
た
別
の
機
会
に
報
告
す
る
︒

お
わ
り
に

遺
伝
と
環
境
の
か
か
わ
り
に
注
目
し
︑
そ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ

と
の
で
き
る
人
間
本
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
︒
本
稿
で
扱
っ

た
視
座
は
︑
個
性
を
尊
重
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
個
人
の
相
違
を
ふ

ま
え
た
︑
共
生
の
知
恵
を
得
る
手
が
か
り
と
な
る
と
確
信
し
て
い

る
︒正

戦
論
の
発
想
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
︑
紛
争
は
〝
黒
〟
一

色
の
も
の
で
は
な
い
︒
紛
争
を
憂
い
︑
こ
れ
に
備
え
る
個
人
も
ま

た
し
か
り
︒
そ
の
現
わ
れ
は
異
な
る
も
の
の
︑
そ
こ
に
は
紛
争
そ

の
も
の
を
忌
諱
す
る
個
人
と
同
様
︑
共
通
す
る
不
安
と
〝
愛
〟
が

横
た
わ
る
︒
こ
の
一
見
す
る
と
大
胆
な
仮
説
を
述
べ
る
の
は
︑
少

な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
り
︑
対
立
す
る
思
想
・

信
仰
・
信
条
に
融
和
を
も
た
ら
す
︑
新
た
な
シ
ン
ギ
ュ
ラ
ー
ポ
イ

ン
ト
を
見
出
す
き
っ
か
け
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
︵
特
定

の
イ
ズ
ム
は
あ
っ
て
も
︑
筆
者
が
政
治
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
た
な

い
こ
と
と
も
関
わ
る
︶︒

最
後
に
︑
以
上
の
可
能
性
を
模
索
す
る
た
め
に
︑
異
分
野
間
で

連
携
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
研
究
者
に
求
め
ら
れ
て
い

る
期
待
や
役
割
を
拡
大
す
る
た
め
の
新
た
な
ス
キ
ー
ム
の
構
築
を

︵
研
究
組
織
︑
成
果
の
新
た
な
評
価
方
法
等
︶︑
今
後
の
重
要
課
題
の

一
つ
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
︒
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