
個
人
・
集
団
間
葛
藤
の
予
防
・
緩
和
に
か
か
わ
る
急
所
は

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
米
国
務
省
は
先
日
﹁
全
世
界
﹂
を
対
象

に
渡
航
を
控
え
る
よ
う
勧
告
し
た
︵
ワ
シ
ン
ト
ン
時
事
、
二
〇

一
五
年
一
一
月
二
三
日
︶。
そ
の
内
容
は
、
複
数
の
地
域
で
の

テ
ロ
攻
撃
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
、
テ
ロ
の
対
象
は
公
的
機

関
に
限
ら
ず
、
そ
の
方
法
も
予
想
で
き
な
い
と
指
摘
し
た
う

え
で
、
米
国
民
に
注
意
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
立
っ

て
、
パ
リ
で
小
規
模
な
集
団
に
よ
る
テ
ロ
が
生
じ
た
よ
う
に
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
現
在
、
国
家
対
国
家
の
紛
争
が
主
で
あ

っ
た
過
去
の
集
団
間
葛
藤
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
み
せ
つ
つ

あ
る
。
従
来
、
集
団
間
葛
藤
を
扱
っ
た
国
際
関
係
学
・
法
学
、

社
会
科
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
多
く
あ
る
が
︵
例
え
ば
、

W
altz, 1959; N

ye &
 W

elch, 2012

︶、
そ
う
し
た
枠
組
み
に
収
ま

ら
な
い
、
あ
る
い
は
十
分
に
注
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
個
人

的
側
面
に
つ
い
て
は
、
一
見
個
人
に
完
結
す
る
よ
う
な
そ
れ

を
含
め
て
、
集
団
間
葛
藤
の
急
所
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
は
、
負
の
感
情
に
か
か
わ
る
﹁
制
御

の
機
構
﹂﹁
本
性
と
可
塑
性
﹂﹁
環
境
︵
文
化
・
自
然
環
境
等
︶﹂

に
焦
点
を
当
て
、
心
理
学
・
神
経
科
学
・
遺
伝
学
を
包
括
し

た
人
間
科
学
の
観
点
か
ら
、
個
人
・
集
団
間
葛
藤
の
予
防
・

解
決
に
向
け
た
手
が
か
り
を
二
、
三
示
し
た
い
。

1
自
動
的
に
行
わ
れ
る
感
情
制
御

感
情
は
そ
の
正
負
を
問
わ
ず
、〝
進
化
〞
の
過
程
で
生
じ
る

淘
汰
圧
を
経
て
、
今
な
お
備
わ
る
だ
け
の
意
味
が
あ
る
。
例

え
ば
、
怒
り
の
表
情
は
脅
威
信
号
と
し
て
、
そ
の
検
出
に
よ

り
多
く
の
注
意
資
源
が
割
り
当
て
ら
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に

個
体
防
御
に
資
す
る
︵H

ansen &
 H

ansen, 1988; Fox, Lester, 

Russo, Bowles, Pichler, &
 D

utton, 2000; 

大
渕
、
二
〇
一
一
︶。
そ

の
一
方
で
、
感
情
は
私
た
ち
の
意
識
下
に
働
き
か
け
、
本
人

が
自
覚
せ
ず
と
も
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
意
識
的
に
抑
制
し
よ

う
と
も
、
そ
の
後
の
認
知
や
行
動
に
影
響
す
る
。

﹁
感
情
プ
ラ
イ
ミ
ン
グ
﹂
と
い
う
現
象
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

表
情
の
よ
う
な
感
情
を
伴
う
刺
激
が
先
行
す
る
と
、
続
く
認

知
が
影
響
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
笑
顔
も

し
く
は
怒
り
の
顔
表
情
を
先
行
提
示
︵
プ
ラ
イ
ミ
ン
グ
︶
し
、

続
い
て
漢
字
を
提
示
す
る
と
、
漢
字
の
好
悪
は
、
先
行
す
る

刺
激
の
感
情
価
と
同
方
向
の
極
性
へ
と
﹁
ゆ
が
む
﹂︵M

urphy 

&
 Z

ajonc, 1993

︶。
こ
のM

urphy

ら
の
実
験
で
は
、
参
加
者

は
欧
米
人
で
あ
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
漢
字
は
中
性
的
で
不
可

解
な
文
字
に
過
ぎ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
行
す
る
感

情
に
よ
り
好
悪
が
﹁
無
自
覚
的
﹂
に
生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、

も
し
か
す
る
と
先
行
刺
激
が
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
︵
意
識
下
︶
に

提
示
さ
れ
て
も
、
つ
づ
く
認
知
や
行
動
が
バ
イ
ア
ス
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
問
題
に
対
し
、
筆
者
ら
は
観
察
可
能
な
行
動
と
と
も

に
、
脳
活
動
に
着
目
し
て
迫
っ
た
︵N

om
ura et al., 2004

︶。
実

験
で
は
、
先
行
刺
激
と
し
て
、
怒
り
、
中
性
の
表
情
等
い
ず

れ
か
を
ご
く
短
時
間
︵
三
五
ミ
リ
秒
：
主
観
的
な
気
づ
き
を
伴

う
こ
と
が
困
難
︶
提
示
し
、
続
け
て
、
閾
上
に
示
す
タ
ー
ゲ
ッ

ト
と
な
る
曖
昧
な
表
情
に
対
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
判
断
︵
怒
り
・

幸
福
・
中
性
︶
を
も
と
め
た
。
結
果
、︵
1
︶
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル

人
間
の
本
性
と
可
塑
性

―
個
人
・
集
団
間
葛
藤
の
予
防
に
向
け
た
予
備
的
考
察

野
村
理
朗

京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
准
教
授
／
教
育
認
知
心
理
学
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で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
怒
り
だ
と
、
扁
桃
体
の
右
側
が
こ
れ

に
反
応
す
る
こ
と
、︵
2
︶
扁
桃
体
の
活
性
値
が
高
い
ほ
ど
、

曖
昧
な
表
情
を
﹁
怒
っ
て
い
る
﹂
と
解
釈
す
る
方
向
に
バ
イ

ア
ス
が
生
じ
う
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
︵
3
︶
そ
う
し
た
否
定

的
な
バ
イ
ア
ス
は
、
前
頭
前
野
の
腹
外
側
部
の
活
動
に
よ
り

緩
和
さ
れ
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
。

従
来
、
扁
桃
体
は
、
無
意
識
的
な
情
報
処
理
を
実
現
し
、
外

部
刺
激
が
自
己
に
と
っ
て
安
全
で
報
酬
的
な
の
か
、
脅
威
な

の
か
に
つ
い
て
速
や
か
に
評
価
し
、
感
情
行
動
を
喚
起
す
る

こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
︵LeD

oux, 1996
︶。
こ
の
結
果
の
示
す

要
点
は
、
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
刺
激
は
扁
桃
体
の
活
動
に
影
響

し
、
そ
の
程
度
の
個
人
差
が
意
識
的
な
判
断
に
影
響
し
、
そ

の
過
程
で
生
じ
る
﹁
負
の
感
情
﹂
の
制
御
は
無
自
覚
的
に
行

わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

迫
り
く
る
危
機
を
知
ら
せ
る
シ
グ
ナ
ル
と
し
て
、
怒
り
は
、

個
体
の
防
御
を
促
す
の
み
な
ら
ず
、
規
範
の
違
反
、
公
正
や

権
利
の
侵
害
に
か
か
る
抗
議
を
促
し
、
あ
る
い
は
他
者
へ
の

譲
歩
を
促
す
こ
と
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
、
個
人
の
信
念
体

系
と
関
連
し
つ
つ
、
防
衛
や
反
撃
を
促
し
、
葛
藤
の
激
化
を

招
き
か
ね
な
い
危
険
な
サ
イ
ン
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
怒
り
に
気
づ
き
つ
つ
、
こ
れ
と
つ
き
あ
っ
て
ゆ
く
た
め
の

知
識
や
ス
キ
ル
が
必
要
と
な
る
。

従
来
、
対
決
へ
の
姿
勢
の
強
い
〝
西
欧
文
化
〞
に
対
し
、
東

ア
ジ
ア
圏
と
り
わ
け
日
本
は
、
葛
藤
場
面
で
の
対
決
を
避
け

る
傾
向
に
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
よ
く
い
え
ば
調
和
的
で

あ
り
、
わ
る
く
い
え
ば
抑
制
的
に
過
ぎ
る
。
そ
う
し
た
負
の

感
情
や
ス
ト
レ
ス
を
抑
制
す
る
こ
と
は
、
課
題
の
解
消
を
必

ず
し
も
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
と
き
に
は
問
題
を
潜
在

化
し
、
個
人
の
健
康
を
害
し
、
あ
る
い
は
集
団
レ
ベ
ル
で
の

暴
発
の
リ
ス
ク
要
因
と
も
な
り
か
ね
な
い
。
こ
れ
は
国
家
と

し
て
日
本
が
経
験
し
て
き
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

2
意
識
的
に
行
わ
れ
る
感
情
制
御

負
の
感
情
を
喚
起
す
る
シ
ー
ン
に
接
し
た
と
し
よ
う
。
例

え
ば
、
血
に
ま
み
れ
た
人
物
が
目
の
前
に
倒
れ
て
い
る
。
も

し
く
は
、
油
に
ま
み
れ
た
汚
れ
た
シ
ン
ク
、
こ
ち
ら
を
向
く

銃
口
な
ど
。
そ
う
し
た
画
像
に
接
す
る
と
恐
怖
、
嫌
悪
、
怒

り
な
ど
の
感
情
が
生
じ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
意
識
的
に
抑

え
込
む
と
、
前
頭
前
野
の
背
外
側
部
が
活
性
化
し
、
一
方
で

は
扁
桃
体
の
活
動
が
低
下
す
る
。
結
果
、
主
観
的
に
感
ず
る

と
こ
ろ
の
負
の
感
情
は
低
下
す
る
も
の
の
、
一
方
で
は
、
ス

ト
レ
ス
の
指
標
と
な
る
血
中
ホ
ル
モ
ン
︵
A
C
T
H
等
︶、
あ

る
い
は
自
律
神
経
系
︵
皮
膚
電
気
反
射
等
︶
が
亢
進
す
る
な
ど

し
て
、
身
体
レ
ベ
ル
で
の
負
の
応
答
は
む
し
ろ
高
ま
る
。
い

わ
ゆ
る
リ
バ
ウ
ン
ド
効
果
で
あ
る
。
そ
う
し
た
負
の
感
情
を

意
識
的
に
抑
え
込
む
こ
と
で
、
楽
に
な
っ
た
と
感
ず
る
こ
と

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
心
身
に
何
ら
か
の
影
響
が
及
ん
で
い

る
可
能
性
が
高
い
。

そ
こ
で
、
認
知
的
再
構
成
︵cognitive appraisal

︶
の
よ
う
に
、

否
定
的
な
事
象
の
な
か
に
意
味
を
見
出
し
た
り
、
あ
る
い
は

肯
定
的
に
解
釈
し
た
り
す
る
と
、
感
情
そ
の
も
の
に
注
目
を

せ
ず
と
も
、
不
快
感
情
は
低
減
し
、
末
梢
へ
の
影
響
も
限
ら

れ
る
（
図
1
）。
あ
る
い
は
、
瞑
想
に
よ
り
、
負
の
感
情
に
気

づ
き
つ
つ
も
平
静
さ
を
保
つ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
積
む
こ
と
の

有
効
性
は
、
多
く
の
心
理
・
神
経
科
学
的
デ
ー
タ
が
示
す
と

お
り
で
あ
る
。
一
方
で
、
瞑
想
の
功
罪
は
あ
り
、
戦
地
に
向

か
う
兵
士
に
導
入
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
個
人
の
精
神
的
健

康
に
プ
ラ
ス
に
作
用
す
る
一
方
で
、
平
静
さ
は
、
他
者
へ
の

共
感
を
損
な
い
か
ね
な
い
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
は
著
者
の
見

解
で
あ
り
、
誤
解
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
慈
悲
の
瞑
想
は
、

前
節
で
示
し
た
よ
う
な
無
意
識
の
バ
イ
ア
ス
に
ど
こ
ま
で
有

効
で
あ
る
の
か
疑
問
が
あ
る
。

共
感
対
象
の
内
と
外
と
を
分
か
つ
分
水
嶺
は
、
人
間
の
本

性
と
し
て
備
わ
っ
て
お
り
、
は
た
し
て
共
感
範
囲
は
際
限
な

く
広
が
っ
て
ゆ
く
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
思
う
。
そ
の
線
の
内

側
を
利
す
る
﹁
内
集
団
バ
イ
ア
ス
﹂
は
、
身
内
び
い
き
と
と

も
に
、
周
縁
の
人
々
へ
の
非
寛
容
性
、
非
公
正
性
、
攻
撃
性

を
高
め
る
と
と
も
に
、
同
じ
集
団
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
が
異
質
で
あ
っ
た
り
、
弱
い
立
場
に
あ
っ
た

り
す
る
者
の
場
合
、
こ
れ
を
排
除
す
る
方
向
に
向
か
う
こ
と

も
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
正
義
や
公
正
な
ど
の
観
念
は
、
い

く
ら
で
も
ゆ
が
む
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
し
た
傾
向
の
一
部

図1　不快感情の自発的抑制、および認知的再解釈による指尖脈波の振幅への影響（Gross, 1998
より著者が改変）
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を
知
る
だ
け
で
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
と
向
け
ら
れ
る
﹁
ヘ
イ

ト
ス
ピ
ー
チ
﹂
の
類
は
、
恥
ず
べ
き
言
動
と
感
ず
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
か
か
る
ほ
ど

に
、
抑
制
・
制
御
・
調
整
せ
ね
ば
な
ら
な
い
本
性
︵
の
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
側
面
︶
と
は
い
か
な
る
も
の
で
、
い
か
に
し
て
、
ど

の
よ
う
に
変
容
し
う
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

3
遺
伝
子
か
ら
み
る
人
間
の
本
性
と

可
塑
性

人
間
の
遺
伝
情
報
は
、 

D
N
A
を
構
成
す
る
四
種
類
の
塩

基
︵
ア
デ
ニ
ン
︵
A
︶、
グ
ア
ニ
ン
︵
G
︶、
シ
ト
シ
ン
︵
C
︶、
チ

ミ
ン
︵
T
︶︶
か
ら
成
る
。
そ
の
塩
基
の
並
び
に
か
か
わ
る
個

人
間
差
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
遺
伝
子
多
型
︵gene 

polym
orphism

︶
は
、
身
体
、
認
知
、
感
情
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ

ィ
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
の
多
様
性
を
形
作
る
遺
伝
的
基
盤

で
あ
る
。
例
え
ば
、
セ
ロ
ト
ニ
ン
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
タ
ー
遺

伝
子
多
型
は
S
S
、
S
L
、
L
L
型
の
三
種
に
大
別
さ
れ
る

が
、
う
ち
S
を
有
す
る
個
人
は
不
安
が
高
く
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
刺
激
入
力
に
対
し
、
脳
の
扁
桃
体
が
活
性
化
し
や
す
い
。

こ
の
型
は
、
つ
ま
り
、
情
動
障
害
へ
の
罹
患
率
と
の
関
連
な

ど
が
示
さ
れ
る
﹁
リ
ス
ク
遺
伝
子
﹂
で
あ
る︵H

ariri &
 H

olm
es, 

2006

︶。
そ
し
て
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
日
本
の
人
口
の
約
九

○
％
は
こ
の
S
S
型
に
該
当
す
る
︵
米
国
等
で
は
そ
の
分
散
が

逆
転
し
、
S
S
型
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
︶。
す
る
と
、
こ
の
本
邦
で

多
く
を
占
め
る
S
S
型
が
﹁
リ
ス
ク
遺
伝
子
﹂
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
こ
と
に
、
あ
る
種
の
抵
抗
を
覚
え
る
の
だ
。

筆
者
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
パ
ソ
コ
ン
の
モ
ニ
タ
ー
に
提

示
中
の
運
動
反
応
︵
ボ
タ
ン
を
押
す
︶
を
正
解
と
す
るG

o

刺

激
、
あ
る
い
は
提
示
中
に
反
応
を
抑
制
す
る
こ
と
を
正
解
と

す
るN

ogo

刺
激
、
そ
れ
ら
の
条
件
を
ラ
ン
ダ
ム
に
次
々
に

提
示
す
るG

o

／N
ogo

課
題
を
実
施
し
た
。
柔
軟
か
つ
速
や

か
な
運
動
反
応
の
制
御
が
求
め
ら
れ
る
こ
の
行
動
課
題
で
は
、

反
応
が
正
解
で
あ
っ
た
場
合
に
は
金
銭
の
報
酬
を
与
え
、
間

違
い
に
対
し
て
は
罰
と
し
て
報
酬
を
差
し
引
く
こ
と
に
よ
り
、

N
ogo

刺
激
に
対
し
思
わ
ず
ボ
タ
ン
を
押
し
て
し
ま
う
と
い
う
、

あ
る
種
の
衝
動
的
な
エ
ラ
ー
を
誘
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

結
果
、
エ
ラ
ー
に
罰
が
と
も
な
う
文
脈
に
お
い
て
、
S
S
型

の
課
題
成
績
は
S
L
型
よ
り
も
高
か
っ
た
︵N

om
ura et al., 

2015

︶。
従
来
、
リ
ス
ク
遺
伝
子
と
さ
れ
て
き
た
S
S
型
が
、

特
定
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
適
応
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
結

果
で
あ
る
︵
し
か
し
、
リ
ス
キ
ー
な
文
脈
で
、
と
い
う
と
こ
ろ
に

留
意
さ
れ
た
い
︶。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、

遺
伝
的
形
質
に
は
脆
弱
性
と
適
応
的
な
面
、
す
な
わ
ち
﹁
光

と
影
﹂
の
両
側
面
を
と
も
な
う
。

関
連
し
て
、
も
う
一
点
、
疫
学
的
調
査
に
よ
り
、
S
型
が

多
く
を
占
め
る
と
さ
れ
る
東
ア
ジ
ア
圏
で
は
、
む
し
ろ
情
動

障
害
の
罹
患
率
が
相
対
的
に
低
い
こ
と
に
も
触
れ
て
お
き
た

い
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
情
動
障
害
の
リ
ス
ク
は
、
集
合
主

義
傾
向
に
よ
り
緩
和
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
す
な
わ
ち
、
自

己
観
が
対
人
関
係
に
依
拠
す
る
東
ア
ジ
ア
の
よ
う
な
文
化
圏

に
お
い
て
は
、
S
型
は
リ
ス
ク
と
な
る
ど
こ
ろ
か
、
高
い
感

受
性
を
も
っ
て
、
お
か
れ
た
環
境
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
を
利

す
る
方
向
で
機
能
し
て
い
る
︵C

hiao &
 Blizinsky, 2010

︶。
こ

の
S
型
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
可
塑
性
遺
伝
子
︵plasticity 

allele

︶
の
多
く
を
有
す
る
個
人
ほ
ど
、
例
え
ば
、
親
の
養
育

態
度
の
〝
良
し
悪
し
〞
を
拡
大
す
る
方
向
で
、
感
情
の
制
御

の
あ
り
方
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
︵Belsky &

 Beaver, 2011; 

Sim
ons, Lei, Brody, &

 G
ibbons, 2012

︶、
遺
伝
と
環
境
と
緊
密

に
響
き
合
い
、
個
人
を
形
づ
く
る
。
そ
う
す
る
と
、
環
境
か

ら
の
入
力
に
よ
り
、
遺
伝
子
に
か
か
わ
る
ス
イ
ッ
チ
を
オ
ン

／
オ
フ
す
る
エ
ピ
ゲ
ノ
ム
の
機
構
は
、
今
後
、
人
間
の
本
性

と
可
塑
性
を
論
じ
る
う
え
で
い
っ
そ
う
重
要
な
視
点
と
な
る

だ
ろ
う
︵
野
村
、
二
〇
一
五
︶。

4
「
振
り
子
」と
し
て
の
畏
怖

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

験
は
、
自
身
の
世
界
観
︵
知
識
や
信
念
体
系
︶
を
更
新
し
、
変

容
の
き
っ
か
け
と
な
る
。
こ
の
美
学
で
扱
わ
れ
て
き
た
﹁
崇

高
﹂
の
概
念
は
、
近
年
、﹁
畏
怖
﹂
と
し
て
心
理
学
で
注
目
さ

れ
つ
つ
あ
る
︵Keltner &

 H
aidt, 2003

︶。
例
え
ば
、
畏
怖
を
喚

起
す
る
よ
う
な
操
作
を
す
る
と
、
他
者
へ
の
公
平
性
や
向
社

会
性
が
促
進
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
︵Piff et al., 2015

︶、
基
本
的

な
時
間
感
覚
さ
え
も
変
わ
り
、
利
用
可
能
な
時
間
が
十
分
に

あ
る
と
い
う
感
覚
へ
と
至
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
満
足
や

喜
び
な
ど
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
感
情
を
統
制
し
て
も
、
畏
敬
の
念

が
、
良
好
な
健
康
状
態
を
予
測
し
う
る
よ
う
に
、
畏
怖
の
も

た
ら
す
効
用
が
多
く
示
さ
れ
て
い
る
。
注
意
が
大
き
な
存
在

に
向
く
よ
う
に
な
る
と
、
自
己
の
欲
望
や
利
害
へ
の
囚
わ
れ

が
低
下
す
る
。
そ
の
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
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
事
実
を
考
え
る
と
、
畏
怖
は
か
な
ら
ず
し
も
光
の
面

だ
け
で
は
な
く
、
自
己
と
と
も
に
、
他
者
性
を
も
小
さ
く
す

る
影
の
面
を
示
し
、﹁
霊
的
暴
力
﹂
の
装
置
と
も
な
り
う
る
の

で
は
な
い
か
、
と
の
疑
念
が
生
じ
る
（
図
2
）。
そ
の
こ
と
の

証
拠
に
、
著
者
の
グ
ル
ー
プ
は
、
畏
怖
を
導
入
す
る
と
攻
撃

性
が
高
ま
り
う
る
こ
と
を
、
大
学
生
六
〇
名
程
度
を
対
象
と

し
た
行
動
実
験︵PSA

P: Point Subtraction A
ggression Paradigm

︶

に
よ
り
見
い
出
し
て
い
る
。

仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、﹁
畏
怖
﹂
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
も
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
に
も
大
き
く
人
を
揺
さ
ぶ
る
﹁
振
り
子
﹂
の
よ
う

な
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
﹁
振
り
子
﹂
と
い
う
見
方
は
、﹁
感
受
性
遺
伝
子

︵plasticity allele

︶﹂
に
も
通
ず
る
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
環
境
の
影
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響
を
受
け
や
す
い
個
人
は
、
同
時
に
、
質
の
高
い
サ
ポ
ー
ト

を
よ
り
有
利
な
形
で
享
受
し
う
る
。
リ
ス
ク
因
子
は
環
境
が

変
わ
れ
ば
大
い
に
プ
ラ
ス
に
転
じ
う
る
の
だ
。
言
う
ま
で
も

な
く
﹁
振
り
子
﹂
は
忌
避
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
そ
の

も
の
を
深
く
理
解
し
た
う
え
で
、
活
か
す
道
を
模
索
す
る
こ

と
が
賢
明
で
あ
ろ
う
。

G
od grant me the serenity to accept the things I cannot change;

courage to change the things I can;

and wisdom to know the difference.

 
 

 
 

お
与
え
く
だ
さ
い
、 

自
分
に
変
え
ら
れ
な
い
も
の
を
受
け
入
れ
る
落
ち
着
き

を
、

変
え
ら
れ
る
も
の
は
変
え
て
い
く
勇
気
を
、 

そ
し
て
、
二
つ
を
見
分
け
る
賢
さ
を 

 

︱Reinhold N
iebuhr

5
結
　
言

紛
争
の
原
因
を
も
た
ら
す
の
も
、
こ
れ
を
解
決
す
る
の
も

〝
大
人
〞
で
あ
る
。

複
雑
に
絡
み
合
っ
た
糸
に
向
か
い
合
う
な
ら
ば
、
恐
れ
ず

に
、
ま
ず
は
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
解
き
ほ
ぐ
そ
う
。
本
稿
は
、

そ
の
手
始
め
と
し
て
、
人
間
の
本
性
を
理
解
し
、
そ
の
う
え

で
可
塑
性
を
ふ
ま
え
、
対
策
を
こ
う
ず
る
た
め
に
、
心
理
学

を
基
盤
と
し
、
遺
伝
学
や
神
経
科
学
と
を
行
き
来
し
つ
つ
、
重

要
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
た
。
こ
の
ほ

か
に
も
、
人
間
と
他
の
動
物
と
の
相
違
を
記
述
す
る
比
較
行

動
学
、
あ
る
い
は
乳
幼
児
か
ら
成
人
に
か
か
る
発
達
論
的
視

座
も
手
が
か
り
と
し
て
有
益
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
人
間
は
齢
を
重
ね
つ
つ
、
遺

伝
と
環
境
、
意
識
・
無
意
識
の
お
り
な
す
重
層
的
シ
ス
テ
ム

の
も
と
で
価
値
を
多
様
化
す
る
、
可
塑
性
に
富
ん
だ
存
在
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、It ’s not that sim

ple

。
単
純
で
は
な
い

し
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
急
所
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
た
だ
ち

に
数
量
化
し
う
る
も
の
ば
か
り
で
も
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
〝
大
人
〞
の
あ
り
よ
う
を
記
述
し
、
個
人
・

集
団
間
葛
藤
を
予
防
・
緩
和
す
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発

し
普
及
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
宗
教
学
、
国
際
法
・
政
治
学
、

あ
る
い
は
対
話
の
進
み
つ
つ
あ
る
哲
学
・
倫
理
学
、
社
会
・

人
類
学
な
ど
の
関
連
諸
領
域
と
の
連
携
が
欠
か
せ
な
い
（
図

3
）。
そ
れ
は
多
く
の
先
人
の
築
い
た
﹁
巨
人
﹂
に
乗
っ
た
試

み
で
あ
り
、
そ
の
肩
の
上
に
、
現
在
の
英
知
を
結
集
す
る
こ

と
に
よ
り
、
地
道
で
弛
ま
ぬ
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
中
か
ら
、
か
つ

て
な
い
進
展
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
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