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簡
単
に
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
同

質
な
１
０
０
人
と
多
様
な
１
０
０
人
。
そ

の
ど
ち
ら
が
集
ま
る
ま
ち
を
魅
力
的
だ
と

感
じ
ま
す
か
？
た
し
か
に
、
同
質
な
人
同

士
だ
と
楽
な
こ
と
が
多
い
で
す
。
で
も
、

そ
れ
は
表
面
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

だ
か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
感
じ
て
い

る
人
同
士
だ
と
、
異
な
る
考
え
方
や
文
化

な
ど
を
持
つ
た
め
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
は
少
し
難
し
く
な
る
で
し
ょ
う
。
で

も
、
人
と
人
が
話
し
合
っ
た
り
、
気
持
ち

を
交
換
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
新
た

に
生
ま
れ
る
学
び
や
価
値
の
存
在
を
あ
な

た
は
知
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
も
そ
も

全
く
同
質
な
人
な
ん
て
い
な
い
で
す
し
、

人
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
か
ら
面
白
い
の
で
す

よ
ね
。

　

さ
て
、
本
誌
面
講
座
で
は
、
多
文
化
共

生
を
切
り
口
に
「
多
様
性
」
に
つ
い
て
考

え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
地
域
住
民
に
と
っ
て
国
籍
と
は
？

　

地
方
自
治
法
第
１０
条
は
、「
市
町
村
の

区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
」を「
住
民
」

と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
住
民
に
国
籍

は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
東
京
都
内
で
も
特

に
在
住
外
国
人
の
人
口
比
率
が
高
い
福
生

市
で
す
が
、
多
文
化
共
生
社
会
の
実
現

は
、
福
生
市
に
限
ら
ず
日
本
社
会
全
体
の

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

総
務
省
に
よ
る
と
、多
文
化
共
生
は「
国

籍
や
民
族
な
ど
の
異
な
る
人
々
が
、
互
い

の
文
化
的
差
異
を
認
め
合
い
、
対
等
な
関

係
を
築
こ
う
と
し
な
が
ら
、
地
域
社
会
の

構
成
員
と
し
て
共
に
生
き
て
い
く
こ
と
」

と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

行
政
の
手
続
き
な
ど
に
お
い
て
国
籍
で

区
別
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
地
域
に
暮

ら
す
私
た
ち
が
「
日
本
人
」「
外
国
人
」

と
い
う
二
分
法
で
安
易
に
区
別
す
る
こ
と

は
本
来
必
要
な
い
は
ず
で
す
。
重
要
な
の

は
、
地
域
に
根
差
し
て
生
活
す
る
人
と
し

て
同
じ「
地
域
住
民
」と
い
う
感
覚
で
す
。

　

お
そ
ら
く
、
そ
こ
に
漠
然
と
あ
る
障
壁

は
、
言
語
や
文
化
、
宗
教
、
慣
習
の
違
い

な
ど
に
起
因
す
る
も
の
で
す
。
単
に
情
報

を
共
有
で
き
て
い
な
い
だ
け
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

実
際
、「
福
生
市
・
羽
村
市
多
文
化
共

生
実
態
調
査
報
告
書
（
２
０
２
１
年
）」

に
よ
る
と
、
外
国
人
と
の
ト
ラ
ブ
ル
の
経

験
で
は
「
ご
み
の
出
し
方
の
ル
ー
ル
の
こ

と
（
約
１５
％
）」
が
最
も
高
く
、「
部
屋

の
使
い
方
（
声
・
物
音
な
ど
）
の
こ
と
（
約

１３
％
）」
な
ど
、
情
報
を
共
有
し
た
り
、

話
し
合
う
こ
と
で
改
善
で
き
る
も
の
が
目

立
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
ト
ラ
ブ
ル
の
経

験
が
「
特
に
な
い
」
と
答
え
た
人
は
約

６５
％
で
、
最
も
多
い
回
答
で
し
た
。

　

話
し
合
う
こ
と
か
ら
変
化
は
始
ま
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
地
域
の
共
通
言
語
と
し
て

全
国
的
に
普
及
が
進
む
「
や
さ
し
い
日
本

語
」
を
紹
介
し
ま
す
。

◆
や
さ
し
い
日
本
語

　

あ
な
た
に
と
っ
て
、
日
本
語
で
大
事
に

し
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
？

　

正
確
性
や
厳
密
さ
、
説
得
力
や
美
し
さ

･･･

答
え
は
そ
れ
ぞ
れ
で
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
場
面(

場
＋
人
間
関
係)

・
意

識
・
内
容
・
形
式
に
よ
っ
て
異
な
る
は
ず

で
す
。
や
さ
し
い
日
本
語
の
評
価
基
準
は

「
わ
か
り
や
す
さ
」
で
す
。
つ
ま
り
、
相

手
に
「
伝
わ
る
か
ど
う
か
」
で
す
。

　

や
さ
し
い
日
本
語
が
生
ま
れ
た
き
っ
か

け
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
す
。
日
本

人
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
外
国
人
も
被
害

を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
日
本
語

も
英
語
も
十
分
に
理
解
で
き
ず
必
要
な
情

報
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
も
い

ま
し
た
。

　

外
国
人
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
程
度

は
様
々
で
す
が
、
何
ら
か
の
事
情
で
日
本

語
が
難
し
い
人
は
い
ま
す
。
日
本
人
だ
け

ど
外
国
で
育
っ
た
人
。
聴
覚
や
視
覚
に
障

が
い
の
あ
る
人
。
知
的
障
が
い
の
あ
る

人
。
認
知
機
能
が
衰
え
て
き
た
人
。
小
さ

な
子
ど
も
等
々･･･

そ
の
よ
う
な
方
々

と
、
不
自
由
な
く
日
本
語
を
使
っ
て
い
る

方
々
と
の
間
に
あ
る
の
が
、
や
さ
し
い
日

本
語
で
す
。

　

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
と
は
、
特
別

な
人
の
た
め
の
対
応
で
は
な
く
、
す
べ
て

の
人
の
た
め
の
も
の
で
す
。
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
デ
ザ
イ
ン
に
配
慮
し
た
「
地
域
の
共
通

言
語
」
と
し
て
、
や
さ
し
い
日
本
語
を
捉

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　　

最
も
有
名
な
例
を
紹
介
し
ま
す
。

   

高
台
に
避
難
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

       

←

   

高
い   

と
こ
ろ
に   

逃
げ
て
く
だ
さ
い
。

　

や
さ
し
い
日
本
語
の
ガ
イ
ド
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ

上
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
話

す
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
を
３
つ
だ
け
紹
介
し

ま
す
。

　

①
は
っ
き
り
言
う
。②
さ
い
ご
ま
で
言

う
。③
み
じ
か
く
言
う
。
こ
の
３
つ
の
頭

文
字
を
と
っ
て
「
ハ
サ
ミ
の
法
則
」
と
い

い
ま
す
。
ハ
サ
ミ
の
よ
う
に
文
章
を
短
く

チ
ョ
キ
チ
ョ
キ
切
っ
て
、
お
寿
司
を
一
貫

ず
つ
作
っ
て
食
べ
て
も
ら
う
よ
う
な
感
覚

で
、
相
手
の
表
情
や
う
な
ず
き
を
確
認
し

な
が
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て

み
て
く
だ
さ
い
。

　

さ
ら
に
、｢VoiceTra

（
ボ
イ
ス
ト
ラ
）｣

を
は
じ
め
と
す
る
翻
訳
ア
プ
リ
と
の
相
性

も
抜
群
で
す
。
こ
れ
は
私
が
小
平
市
民
と

共
に
実
証
し
、総
務
省
も「
そ
の
性
質
上
、

多
言
語
音
声
翻
訳
シ
ス
テ
ム
と
の
親
和
性

が
高
く
、
や
さ
し
い
日
本
語
を
使
う
こ
と

で
多
言
語
音
声
翻
訳
の
精
度
向
上
が
期
待

で
き
る
」
と
認
め
て
い
ま
す
（「
デ
ジ
タ

ル
活
用
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
て
（
２

０
１
９
年
３
月
）」）。

◆
多
様
性
を
ど
う
し
た
ら
良
い
？

　

多
文
化
共
生
に
限
ら
ず
、
も
う
少
し
大

き
な
視
点
で
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ

Ｑ
、
障
害
、
年
齢
や
世
代
、
文
化
や
習
慣

な
ど
に
起
因
す
る
様
々
な
問
題
が
あ
り
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
課
題

に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
問
題

に
直
面
し
て
い
な
い
人
に
と
っ
て
、
そ
の

問
題
の
深
い
理
解
と
共
に
明
確
な
意
思
を

持
っ
て
課
題
を
設
定
し
行
動
す
る
こ
と

は
、
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

様
々
な
問
題
に
相
通
じ
る
よ
う
な
考
え
方

を
身
に
着
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の

キ
ー
ワ
ー
ド
は
、や
は
り
「
多
様
性
」
で
す
。

　

今
の
時
代
、多
様
性
を
尊
重
し
た
り
、受

容
す
れ
ば
十
分
な
の
で
し
ょ
う
か
？
Ｄ
＆

Ｉ（
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
＆
イ
ン
ク
ル
ー

ジ
ョ
ン
、多
様
性
と
包
摂
）と
い
う
概
念
が

あ
り
ま
す
。難
し
い
こ
と
は
置
い
て
お
き
、

「
多
様
性
を
活
か
し
合
う
」と
簡
単
に
理
解

し
て
く
だ
さ
い
。Ｄ
＆
Ｉ
は
自
治
体
や
企

業
の
経
営
に
必
須
な
も
の
と
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

お
い
て
も
で
す
。
し
か
し
、多
様
性
を
活

か
し
合
う
に
は
、ハ
ー
ド
ル
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
登
場
す
る
概
念
が「
エ
ク
イ
テ
ィ

（
公
平
性
）」で
す
。
似
た
概
念
で「
イ
コ
ー

リ
テ
ィ（
平
等
）」が
あ
り
ま
す
が
、イ
メ
ー

ジ
で
捉
え
て
く
だ
さ
い
。

　　

公
平
な
環
境
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
多
様

性
を
活
か
し
合
え
る
。
こ
れ
を
「
Ｄ
Ｅ
＆

Ｉ
」（
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
エ
ク
イ
テ
ィ

＆
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
、
多
様
性
・
公
平

性
・
包
摂
）
と
い
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、

Ｂ（
ビ
ロ
ン
ギ
ン
グ
＝
帰
属
意
識
）
も
加

え
た
「
Ｄ
Ｅ
Ｉ
Ｂ（
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
・

エ
ク
イ
テ
ィ
・
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
・
ビ

ロ
ン
ギ
ン
グ
）」
の
大
切
さ
も
広
が
っ
て

き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、「
組
織
や
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
一
員
と
し
て
安
心
感
を
持
っ
て

帰
属
で
き
る
か
」
と
い
う
視
点
で
す
。
一

見
、
英
語
で
難
し
そ
う
で
す
が
、
日
本
語

で
簡
単
に
理
解
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
つ
な
が
り
を
大
切
に
し

た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
や
、
多
様
性
を

も
っ
と
活
か
し
合
え
る
地
域
づ
く
り
の
た

め
に
、
こ
れ
ま
で
福
生
市
公
民
館
で
は
多

文
化
共
生
講
座
を
毎
年
度
開
講
し
て
き
ま

し
た
が
、
一
朝
一
夕
に
は
い
か
な
い
大
き

な
課
題
で
す
。
講
座
の
役
割
は
「
学
び
の

客
体
か
ら
主
体
へ
」と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
。

そ
ん
な
安
心
感
が
育
ま
れ
る
良
さ
が
公
民

館
の
社
会
教
育
活
動
に
は
あ
り
ま
す
。

「
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
」
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
。
本
当
の
健
康
や
幸
福
、
つ
ま

り「
よ
く
生
き
る
」と
い
う
こ
の
問
い
は
、

実
は
１
０
０
年
程
前
か
ら
ず
っ
と
考
え
続

け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、肉
体
的
・

精
神
的
・
社
会
的
に
、
す
べ
て
が
満
た
さ

れ
た
状
態
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
そ
こ
に

は
、
充
足
・
安
心
・
安
全
・
快
適
・
便
利

と
い
っ
た
「
生
活
へ
の
自
己
評
価
」、
愛
・

絆
・
つ
な
が
り
な
ど
の「
感
情
」、そ
し
て
、

社
会
的
使
命
や
生
き
が
い
な
ど
「
人
生
に

お
け
る
意
義
や
幸
福
」
の
３
要
素
が
必
要

で
す
。
多
様
性
を
考
え
る
と
き
、
一
人
一

人
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
を
実
現
し
て
い

く
こ
と
に
大
き
な
ヒ
ン
ト
が
あ
る
と
私
は

思
い
ま
す
。

◆
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
ま
ち
を
育
く
も
う

　

後
半
、
少
し
難
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
多
文
化
共
生
社
会
ひ
と
つ
を
と
っ

て
も
考
え
る
べ
き
こ
と
や
取
り
組
む
べ
き

こ
と
が
山
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
よ
り
大
き
な
考
え
方
と
し
て
「
多
様

性
」「
Ｄ
Ｅ
Ｉ
Ｂ
」「
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
」

と
い
う
大
切
な
キ
ー
ワ
ー
ド
を
簡
単
に
紹

介
し
ま
し
た
。

　

ま
ち
づ
く
り
は
、
過
去
の
世
代
か
ら
の

贈
り
物
で
あ
り
、
同
時
に
、
未
来
の
世
代

か
ら
の
預
か
り
物
で
す
。「
お
互
い
を
活

か
し
合
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
多
様
性
あ

ふ
れ
る
福
生
を
み
ん
な
が
よ
り
良
く
生
き

る
こ
と
が
で
き
る
。」私
は
そ
う
信
じ
て
、

皆
さ
ん
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
届
け
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
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