
集
団
の
本
質

t

同

津

等

闘
　
序

説

　
三
園
と
い
う
語
は
社
会
学
で
広
狭
幾
つ
か
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
。
最
狭
義
に
は
、
親
和
的
な
小
集
団
が
特
に
集
団
（
α
窺
き
毛
）
と

呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
G
・
C
・
ホ
ー
マ
ン
ズ
や
W
・
J
・
H
・
ス
プ
ロ
ッ
ト
が
人
間
集
団
（
ぎ
ヨ
窪
σ
q
δ
ε
）
と
称
し
て
研
究
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い
る
の
は
、
そ
の
種
の
小
集
団
で
あ
る
。
最
広
義
に
は
、
高
田
保
馬
博
士
の
い
わ
ゆ
る
全
体
社
会
を
も
含
め
て
、
多
数
人
の
作
る
統
一
体

の
す
べ
て
が
集
団
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
　
「
特
殊
科
学
と
し
て
の
社
会
学
に
と
っ
て
は
社
会
は
そ
れ
の
集
団
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
（
2
）

側
面
が
対
象
と
な
る
」
と
い
わ
れ
る
場
合
の
集
隅
が
そ
の
例
で
あ
る
。
な
お
そ
の
外
に
、
全
体
社
会
の
中
に
派
生
す
る
特
殊
集
鰯
、
即
ち

R
・
M
・
マ
ッ
キ
ー
バ
！
の
い
わ
ゆ
る
結
社
（
霧
ω
o
o
㌶
鋤
◎
昌
）
を
集
団
と
称
す
る
場
合
も
あ
る
。
社
会
と
集
國
と
を
区
別
す
る
時
に
は
、

そ
の
「
社
会
」
は
全
体
社
会
を
意
味
し
、
そ
の
「
集
団
」
は
特
殊
集
団
を
意
味
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
最
広
義
の
集
団
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
人
間
の
作
る
統
一
体
の
す
べ
て
を
集
団
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

理
解
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
そ
の
主
要
な
類
型
を
表
示
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
ろ
う
。
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折
臣
脚
ず
研
究
　
　
第
四
百
九
十
論
ハ
凱
乃

（
第
一
次
集
鰯
）

（
官
僚
捌
集
団
）

二
八

　
右
表
中
、
仲
間
集
団
と
は
、
C
・
H
・
ク
ー
リ
ー
の
い
わ
ゆ
る
第
一
次
集
団
（
り
嵩
導
9
。
曙
の
婦
。
幻
℃
）
の
こ
と
で
あ
る
。
結
社
集
団
と
は
、

労
働
組
合
・
婦
人
会
・
学
会
な
ど
の
如
く
、
或
る
穣
的
の
追
求
の
た
め
に
成
員
の
合
意
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
組
織
体
の
こ
と
で
あ
る
。
右

の
二
つ
は
成
員
一
同
の
麦
持
に
依
存
し
て
存
続
す
る
の
で
、
自
律
的
集
団
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
よ
う
。
媒
質
集
磁
と
は
、
氏
族
・
家
族
・

教
会
・
若
者
組
な
ど
の
よ
う
に
、
文
化
的
に
規
制
さ
れ
て
存
続
す
る
集
団
で
あ
る
。
従
属
集
団
と
は
、
軍
隊
・
官
庁
・
企
業
体
の
如
く
、

外
部
勢
力
の
音
心
志
に
よ
っ
て
騒
的
合
理
的
に
作
ら
れ
る
組
織
体
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
主
要
な
も
の
は
近
代
官
僚
翻
集
団
で
あ
る
。
こ
の

二
つ
は
外
部
勢
力
の
支
持
及
び
強
制
に
よ
っ
て
他
律
的
に
存
続
す
る
の
で
、
他
律
的
集
國
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
よ
う
。
以
上
が
特
殊
集
岡

の
主
要
な
類
型
で
あ
る
。
全
体
社
会
は
、
高
田
博
士
に
よ
っ
て
「
一
定
の
地
域
を
以
て
限
ら
れ
、
自
ら
一
集
団
を
な
す
と
意
識
し
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

内
部
に
殆
ど
一
切
の
社
会
的
結
合
関
係
を
包
括
す
る
社
会
」
と
定
義
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
全
体
社
会
と
特
殊
集
団
を
包
括
す
る
上
位
概

念
と
し
て
集
団
を
定
義
す
る
。

　
舞
岡
と
い
う
語
を
右
の
よ
う
に
広
義
に
使
用
す
れ
ば
、
社
会
学
の
概
究
対
象
は
一
義
的
に
明
確
に
せ
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
学
史

上
に
は
、
綜
合
桂
会
学
・
形
式
社
会
学
・
文
化
社
会
学
な
ど
の
諸
派
が
現
わ
れ
、
社
会
学
の
研
究
対
象
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
見
解

を
黒
し
て
い
る
が
、
大
局
的
に
箆
る
と
、
祉
会
学
は
入
問
の
集
団
的
行
動
を
主
要
な
研
究
対
象
と
し
な
が
ら
発
展
し
て
来
た
と
い
え
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
形
式
社
会
学
が
人
間
の
相
互
作
用
ま
た
は
社
会
闘
係
を
研
究
す
る
と
い
っ
て
も
、
実
際
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
支

配
と
服
従
・
分
業
・
協
力
・
斗
争
・
親
和
関
係
な
ど
、
入
間
の
集
団
的
行
動
に
関
係
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
恋
愛
・
売
買
・
訴
訟
な



　
　
ど
は
人
間
の
相
互
作
用
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
集
囲
的
行
動
と
直
接
の
関
係
が
な
い
た
め
か
、
社
会
学
で
は
あ
ま
り
研
究
さ
れ

　
　
て
い
な
い
。
文
化
社
会
学
が
文
化
を
研
究
す
る
と
い
っ
て
も
、
実
際
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
家
族
重
度
の
よ
う
に

　
　
集
団
的
行
動
を
直
接
に
規
鯛
す
る
も
の
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
民
族
の
本
質
と
し
て
の
伝
統
的
文
化
の
諸
形
態
で
あ
る
。
國
じ
文
化
で
も

　
　
作
曲
法
や
近
代
建
築
法
な
ど
は
社
会
学
で
は
研
究
さ
れ
て
い
な
い
。
初
期
の
指
墨
社
会
学
は
、
形
式
社
会
学
者
か
ら
百
科
全
書
的
歴
史
哲

　
　
学
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
非
難
さ
れ
た
が
、
広
義
集
団
の
一
種
と
し
て
の
全
体
社
会
の
構
造
な
ら
び
に
変
動
を
論
ず
る
場
合
に
は
そ
の
よ
う

　
　
な
方
法
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
、
社
会
学
の
こ
の
分
野
で
は
今
日
な
お
絹
応
の
評
価
を
受
け
て
い
る
。
要
す
る
に
隔
縫
会
学
は
人

　
　
間
の
集
団
的
行
動
を
主
要
な
研
究
紺
象
と
し
な
が
ら
今
日
に
到
っ
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
集
団
的
行
動
が
社
会
学
の
主
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
学
の
根
本
問
題
と
し
て
、
集
団
の
本
質
、
即
ち
集
団
と
し
て
認

　
　
め
ら
れ
得
る
一
群
の
対
象
に
共
通
に
し
て
重
要
な
る
特
質
の
究
明
が
必
要
と
な
ろ
う
。
最
近
の
社
会
学
は
、
耳
蝉
で
も
米
国
社
会
学
の
影

　
　
響
を
受
け
て
、
本
質
論
を
抜
き
に
し
て
直
ち
に
現
象
面
の
研
究
に
進
む
傾
向
が
強
い
の
で
あ
る
が
、
社
会
科
学
で
は
假
性
豊
か
な
対
象
が

　
　
研
究
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
質
論
は
や
は
り
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
質
論
を
抜
き
に
し
て
直
ち
に
現
象
面
の
研
究
に
進
む
と
、
特
定
の

　
　
対
象
が
持
つ
様
々
の
個
性
の
う
ち
重
要
な
も
の
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
の
区
別
が
出
来
ず
、
従
っ
て
研
究
が
徒
労
に
終
る
こ
と
に
な
り
易
い

　
　
の
で
あ
る
。

　
　
　
集
団
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
大
別
し
て
三
つ
の
説
が
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
、
集
団
成
員
の
相
互
作
用
ま
た
は

　
　
そ
れ
の
期
待
可
能
な
る
状
態
と
し
て
の
社
会
関
係
を
以
て
集
団
の
本
質
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
を
糊
互
作
用
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
　
相
互
作
用
説
は
、
ジ
ン
メ
ル
、
テ
ン
ニ
ー
ス
、
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
な
ど
に
始
ま
り
、
極
め
て
多
く
の
社
会
学
者
か
ら
支
持
さ
れ
て
い
る
。

　
　
第
二
は
、
集
団
成
員
に
一
般
共
通
な
る
行
為
の
様
式
を
以
て
集
団
の
本
質
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
こ
れ
を
行
為
様
式
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

　
　
る
。
行
為
様
式
説
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
始
ま
り
、
臼
井
二
尚
博
士
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
は
、
集
醐
意
識
ま
た
は
集
団

　
　
感
情
を
以
て
集
団
の
本
質
と
す
る
兇
方
で
あ
る
。
こ
れ
を
集
閾
主
観
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
集
団
の
主
観
的
側
面
を
重
視
し
て
い
る
学

25ユ　
　
　
　
　
　
集
潤
の
本
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
哲
巌
ず
研
究
　
　
第
四
百
九
十
⊥
ハ
暑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

26
1
　
者
と
し
て
は
フ
ィ
ア
カ
ン
ト
、
マ
ッ
キ
ー
パ
ー
、
ク
ー
り
一
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
そ
の
外
に
社
会
過
程
、
社
会
秩
序
、
社
会
体
制

　
　
な
ど
を
重
要
視
す
る
立
場
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
所
説
の
社
会
学
的
な
部
分
は
麿
一
瓢
説
の
い
つ
れ
か
一
つ
又
は
二
つ
に
含
ま
れ
て
お
り
、

　
　
他
の
部
分
は
歴
史
哲
学
や
社
会
心
理
学
な
ど
に
著
し
く
接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
学
の
本
流
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

　
　
第
四
の
説
は
ど
．
り
あ
げ
な
い
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
本
稿
で
は
、
右
の
三
舟
を
検
討
し
た
上
で
、
集
団
本
質
論
に
つ
い
て
の
私
見
を
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
集
団

　
　
の
本
質
と
し
て
規
範
と
統
制
の
存
在
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
種
の
見
解
は
、
部
分
的
な
い
し
潜
在
的
に
は
既
に
パ
ー
ソ
ン
ズ
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
ホ
ー
マ
ン
ズ
等
の
所
説
の
中
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
彼
等
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
指
導
本
質
論
と
し
て
意
識
的
に
主
張
さ
れ
て
い

　
　
る
わ
け
で
は
な
く
、
従
っ
て
他
説
と
の
関
係
が
曖
昧
で
あ
る
。
な
お
、
集
団
の
本
質
と
し
て
規
範
及
び
統
制
を
重
視
す
る
立
場
は
、
系
譜

　
　
的
に
兇
る
と
、
上
記
三
夕
中
の
行
為
様
式
説
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
や
ホ
ー
マ
ン
ズ
の
被
会
学

　
　
は
、
社
会
心
理
学
に
極
端
に
接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
は
じ
ま
る
行
為
様
式
説
の
根
本
的
な
長
所
を
減
殺
し
て
い
る

　
　
感
が
あ
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
疑
問
が
持
た
れ
る
。
規
範
と
統
制
を
以
て
集
団
の
本
質
と
す
る
見
解
は
、
そ
れ
を
正
当
に
展
開
す
れ
ば
、

　
　
上
認
三
男
の
夫
々
の
長
所
を
生
か
し
つ
つ
短
所
を
補
い
、
し
か
も
集
醐
的
行
動
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
を
も
容
易
な
ら
し
め
る
も
の
と

　
　
し
て
、
今
後
の
発
展
が
期
待
さ
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
見
解
の
特
色
と
長
所
を
朔
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
社
会
学
の
現
段
階

　
　
で
は
、
他
説
を
批
判
し
た
上
で
こ
の
説
を
主
張
す
る
と
い
う
正
妾
な
手
願
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
（
1
）
　
○
．
ρ
頃
。
ヨ
節
塁
…
目
6
潔
¢
ヨ
§
○
δ
毛
憎
樋
O
α
ρ
や
ゲ

tA　nhs32vw
（
4
）

≦
盲
』
竃
鵠
．
ω
鷲
。
菖
”
鵠
髭
ヨ
露
O
き
門
一
ワ
一
霧
G
。
り
や
笹

鰯
井
工
尚
「
門
限
△
罫
罫
の
対
象
」
一
黛
太
詰
枕
ム
苔
寧
ム
賦
黒
黒
「
教
彊
糞
蝿
臨
幅
、
　
社
ム
訳
脚
型
」
脇
ず
細
三
六
年
、
　
一
勝
収
ー
エ
○
騨
鮒
員
。

こ
の
分
類
は
集
隣
本
質
に
つ
い
て
の
規
縄
統
制
説
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
集
隙
の
分
類
」
（
ソ

シ
オ
ロ
ジ
三
九
号
所
収
）
参
照
。

高
隣
保
馬
「
赴
会
学
概
論
」
昭
撫
二
八
年
、
　
一
一
一
頁
。



（
5
）

パ
ー
ソ
ン
ズ
に
つ
い
て
は

前
掲
書
参
照
。

↓
．
℃
冷
艶
。
鴇
頓
い
8
ン
O
ω
O
o
貯
一
〇
Q
賓
も
n
旧
聞
昼
”
H
り
①
㌍
℃
℃
●
b
O
魁
～
b
σ
0
”
℃
℃
．
ひ
○
肖
り
～
ら
Q
卜
◎
α
参
照
。
ホ
ー
マ
ン
ズ
に
つ
い
て
は

二
　
他
説
の
批
判

　
　
　
我
国
で
集
団
の
本
質
に
つ
い
て
丹
念
な
研
究
を
重
ね
た
学
者
の
筆
頭
に
高
磁
保
馬
博
士
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
博
士
に

　
　
よ
る
と
、
桂
会
即
ち
本
稿
で
い
う
集
団
の
本
質
は
「
直
観
的
に
た
だ
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
論
証
せ
ら
る
べ
・
き
も
の
で
は
な
い
」
と

　
　
　
　
　
（
i
）

　
　
さ
れ
て
い
る
。
集
団
の
本
質
と
は
、
前
述
の
如
く
、
集
団
と
呼
ば
れ
得
る
一
群
の
対
象
に
共
通
に
し
て
し
か
も
重
要
な
る
特
質
を
い
う
の

　
　
で
あ
る
が
、
そ
の
一
群
の
対
象
と
し
て
何
を
選
ぶ
か
は
、
常
識
的
絹
語
法
に
拘
泥
し
な
い
限
り
、
そ
の
本
質
如
何
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
も

　
　
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
高
田
博
士
の
右
の
言
は
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
実
際
、
諸
家
の
学
説
を
見
て
も
、
集
鋼
の
本
質
に
つ
い

　
　
て
は
事
実
が
事
実
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
点
は
本
稿
で
主
張
さ
れ
る
規
範
統
側
説
も
例
外
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
　
　
集
団
の
本
質
が
論
証
な
し
に
直
観
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
質
論
に
つ
い
て
の
論
判
は
論
証
的
に
は
な
さ
れ
得
な
い
の

　
　
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
論
を
基
礎
に
し
て
作
ら
れ
る
理
論
的
体
系
の
科
学
的
効
用
を
吟
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
外
は
な
い
で
あ

　
　
ろ
う
。
即
ち
、
そ
の
理
論
的
体
系
が
何
を
研
究
し
、
何
を
説
卸
し
得
る
か
、
ま
た
そ
の
説
現
が
人
々
の
往
会
生
活
に
如
何
な
る
意
味
な
い

　
　
し
効
用
を
持
つ
か
に
よ
っ
て
、
本
質
論
の
価
値
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
本
質
論
が
多
元
的
に
過
ぎ
る
場
合
に
は
、
そ

　
　
れ
を
基
礎
に
し
て
作
ら
れ
る
理
論
が
複
雑
化
し
て
物
事
の
説
携
に
役
立
ち
難
く
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
多
元
的
本
質
を
完
備
せ
る
対

　
　
象
が
狭
く
限
定
さ
れ
て
抽
象
に
よ
る
理
論
化
が
困
難
と
な
り
、
理
論
を
知
る
こ
と
の
実
生
活
上
の
意
味
が
乏
し
く
な
る
。
結
局
、
社
会
学

　
　
の
科
学
的
効
用
が
減
ず
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
本
質
論
が
検
討
不
充
分
で
魏
何
様
に
も
解
釈
さ
れ
得
る
場
合
に
は
、
研
究
対
象
が
広
範
に

　
　
及
び
過
ぎ
て
他
の
科
学
と
重
複
し
、
社
会
学
の
主
体
性
が
疑
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
つ
れ
に
し
て
も
、
本
質
論
の
幾
判
は
こ
の
よ
う

　
　
な
見
地
か
ら
こ
の
よ
う
な
形
式
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

271　
　
　
　
　
集
照
の
本
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
＝
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折
ロ
滋
ず
研
究
　
　
二
時
百
・
兀
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ
ニ

　
さ
て
、
集
隅
の
本
質
に
つ
い
て
の
諸
家
の
見
解
の
中
で
雁
倒
的
に
多
い
の
は
相
互
作
用
説
で
あ
る
が
、
そ
の
主
張
が
最
も
純
粋
に
し
て

且
つ
最
も
鮮
明
で
あ
る
の
は
や
は
り
ジ
ン
メ
ル
で
あ
ろ
う
。
彼
が
、
相
互
作
用
に
つ
い
て
衝
動
・
関
心
・
藩
的
・
嗜
好
な
ど
の
「
内
容
」

と
上
下
関
係
・
競
争
・
模
倣
・
分
業
な
ど
の
「
形
式
」
と
を
区
別
し
、
社
会
学
は
相
…
互
作
用
の
形
式
の
み
を
研
究
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
た
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
集
団
本
質
論
と
し
て
よ
り
も
寧
ろ
社
会
学
固
有
の
研
究
対
象
を
見
出
さ
ん
が
た
め
に
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
社
会
な
い
し
集
団
に
と
っ
て
本
質
的
で
な
い
も
の
を
研
究
し
て
そ
れ
が
社
会
学
と
呼
ば
れ
得
る

筈
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
ジ
ン
メ
ル
に
よ
る
と
社
会
（
φ
①
ω
⑦
騎
。
ゲ
⇔
津
）
の
本
質
は
内
容
と
形
式
の
爾
面
を
有
す
る
人
と
人
と
の
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

互
作
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見
解
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
例
証
が
あ
る
の
み
で
論
証
は
な
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ

の
点
は
前
述
の
高
田
博
士
の
雷
葉
か
ら
諒
承
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
ジ
ン
メ
ル
の
稲
互
作
用
説
は
世
界
的
な
反
響
を
呼
び
、
多
く
の
追
従
者
を
見
出
す
と
共
に
種
々
の
批
判
を
も
受
け
た
。
批
判
は
次
の
三

点
に
要
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
綜
合
社
会
学
ま
た
は
そ
れ
に
類
似
の
文
化
社
会
学
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は

形
式
社
会
学
の
歴
史
的
抽
象
性
に
対
し
て
溝
け
ら
れ
て
い
る
。
社
会
的
現
実
は
歴
史
的
個
性
的
側
面
を
持
つ
が
、
そ
れ
を
与
え
る
の
は
文

化
で
あ
り
、
そ
の
文
化
は
ジ
ン
メ
ル
の
い
わ
ゆ
る
絹
互
作
用
の
内
容
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
従
っ
て
相
互
作
用
の
内
容
を
捨
象
す
る
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蚕
）

社
会
学
は
社
会
の
歴
史
的
現
実
か
ら
遊
離
し
た
抽
象
論
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
批
判
の
要
点
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
批
判
は

次
に
述
べ
る
行
為
様
式
説
の
立
場
か
ら
社
会
の
実
在
性
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
相
互
作
用
は
断
続
的
に
生
起
す
る
現
象
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
を
以
て
社
会
の
本
質
と
す
れ
ば
、
社
会
は
、
相
互
作
用
が
止
む
暗
に
は
実
在
性
を
失
い
、
糟
互
作
用
が
生
ず
る
と
同
時
に
再
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

実
在
性
を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
相
互
作
用
説
で
は
社
会
の
実
在
性
が
疑
わ
し
く
な
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
論
点
で
あ
る
。
第

三
の
批
判
は
形
式
社
会
学
の
内
部
か
ら
糟
互
作
用
の
質
的
側
面
に
つ
い
て
向
け
ら
れ
て
い
る
。
枳
互
作
用
に
は
色
々
の
種
類
な
い
し
形
式

が
あ
っ
て
、
戦
争
・
反
感
・
対
立
な
ど
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
。
そ
れ
ら
の
反
社
会
的
相
互
作
用
は
社
会
の
本
質
と
は
見
な
し
難
い
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
批
判
の
要
点
で
あ
る
。



　
　
　
集
繊
本
質
論
の
見
地
か
ら
見
て
、
特
に
重
要
な
の
は
右
の
第
三
の
批
判
で
あ
ろ
う
。
集
団
の
本
質
と
い
う
か
ら
に
は
、
そ
れ
は
、
集
団

　
　
と
呼
ば
れ
得
る
一
群
の
対
象
に
共
通
で
あ
る
と
共
に
特
窟
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
相
互
作
用
は
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
集
団
が

　
　
成
立
ち
得
な
い
に
し
て
も
、
一
方
で
は
集
団
を
な
さ
な
い
人
々
の
間
に
も
生
じ
得
る
の
で
あ
る
。
分
業
・
競
争
・
斗
争
な
ど
は
集
団
の
中

　
　
で
行
な
わ
れ
る
と
共
に
集
団
外
で
も
行
わ
れ
る
。
商
行
為
は
今
日
最
も
重
要
な
網
互
作
用
の
一
つ
で
あ
る
が
、
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
と
、
そ
れ
は
本
来
、
異
習
俗
集
団
閾
の
現
象
（
ぎ
8
器
簿
欝
冨
。
げ
①
閃
誘
畠
①
ぎ
§
範
）
と
し
て
発
生
し
た
と
い
わ
れ
、
今
日
で
も
そ
の
事
情
に

　
　
大
箆
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
絹
互
作
用
説
に
は
右
の
よ
う
に
致
命
的
な
難
点
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
集
団
の
本
質
と
な
る
べ
き
桐
互
作
用
の
種
類
な

　
　
い
し
形
式
を
限
定
す
る
と
、
同
時
に
集
闘
の
形
成
に
必
要
な
梢
互
作
用
ま
で
も
脱
落
し
て
、
社
会
学
の
科
学
的
効
用
が
減
ず
る
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
る
。
た
と
え
ば
テ
ン
ニ
ー
ス
は
集
団
の
本
質
と
し
て
相
互
肯
定
の
相
互
作
用
即
ち
助
け
合
い
を
考
え
て
い
る
が
、
か
く
見
れ
ば
、
斗
争
や

　
　
競
争
が
集
衝
の
統
一
性
や
機
能
を
高
め
る
側
面
が
見
落
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
麦
配
服
従
の
上
下
関
係
で
も
、
た
と
え
ば
奴
隷
所
有
や
労

　
　
働
力
搾
取
な
ど
の
側
面
は
取
扱
い
に
困
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
テ
ン
ニ
ー
ス
の
よ
う
に
集
団
の
本
質
を
助
け
合
い
に
限
定
し
て
も
、
商
行

　
　
為
の
よ
う
な
集
団
外
的
根
津
作
用
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
フ
ィ
ア
カ
ン
ト
や
高
田
博
士
は
利
益
笠
島
関
係
が
共
同
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
関
係
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
し
、
結
局
、
社
会
を
も
て
社
会
た
ら
し
め
る
も
の
を
共
同
社
会
関
係
に
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
か
く
す
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
形
式
社
会
学
が
社
会
の
現
実
か
ら
益
々
遊
離
し
て
入
墨
を
失
っ
た
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
そ
の
根
源
は
相
互
作
用
が

　
　
集
団
の
本
質
と
し
て
不
適
当
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
次
に
行
為
様
式
説
で
あ
る
が
、
そ
の
立
場
を
最
も
鮮
明
に
示
し
且
つ
そ
の
立
場
に
徹
底
し
て
い
る
学
者
は
や
は
り
デ
訟
ル
ケ
ー
ム
を
お

　
　
い
て
外
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
が
、
社
会
学
固
有
の
研
究
対
象
と
な
る
べ
き
社
会
的
事
実
と
し
て
法
律
規
定
・
道
徳
規
範
・
宗
教
教
義
・
金

　
　
融
制
度
な
ど
の
行
為
様
式
を
あ
げ
、
そ
れ
が
個
人
心
理
の
外
部
に
存
在
し
て
外
か
ら
個
人
を
霊
芝
拘
束
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

29

@
し
た
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
行
為
様
式
説
の
後
継
者
た
る
臼
井
博
士
の
場
合
に
は
強
制
拘
束
は
一
種
の
相
互
作
用
で
あ
る
と
い
う

工　
　
　
　
　
　
集
団
の
本
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
滋
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暫
一
愚
ず
研
究
　
　
第
四
一
田
九
－
で
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

　
　
　
　
　
　
　
（
三
凌
）

見
方
が
さ
れ
て
い
る
が
、
デ
ュ
ル
ケ
：
ム
に
お
い
て
は
そ
の
拘
束
性
が
社
会
的
事
実
の
内
在
的
特
質
（
o
舘
蝉
9
驚
①
ぎ
巳
奮
5
β
①
）
と
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

れ
て
い
る
点
に
注
意
を
要
す
る
。
法
律
違
反
に
対
す
る
澗
罰
の
如
き
も
特
定
の
人
間
又
は
機
関
が
加
え
る
の
で
は
な
く
し
て
、
法
律
そ
の

も
の
が
入
聞
に
反
作
用
を
加
え
る
か
の
如
く
に
説
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
彼
に
よ
れ
ば
、
行
為
様
式
の
普
遍
性
は
拘
束
性
に
由
来
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
韮
）

当
然
の
帰
結
と
し
て
説
萌
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
の
場
会
に
は
、
相
互
作
用
説
の
補
助
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
行
為
様
式
の
普
及

す
る
理
由
が
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
行
為
様
式
説
に
徹
底
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
集
団
の
本
質
に
つ
い
て
デ
ュ
ル
ケ
！
ム
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
と
、
近
代
的
な
結
社
集
団
や
官
僚
舗
集
団
の
取
扱
い
に
困
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
組
織
化
に
よ
っ
て
各
成
員
の
行
為
様
式
が
異
質
化
す
る
と
共
に
、
近
代
社
会
の
変
動
性
に
適
応
す
る
た
め
に
一

時
的
・
変
動
的
な
行
動
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
行
為
様
式
の
拘
束
力
が
行
為
様
式
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
全
成
員
を

平
等
に
拘
束
す
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
甲
な
る
成
員
に
A
な
る
様
式
が
与
え
ら
れ
乙
な
る
成
員
に
B
な
る
様
式
が
与
え
ら
れ
得
る
理
由
が
判

明
し
な
く
な
る
と
共
に
、
X
な
る
様
式
が
捨
て
ら
れ
て
新
た
に
Y
な
る
様
式
が
採
用
さ
れ
得
る
理
由
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
臼
井
博
士
の

如
く
拘
束
力
の
由
来
を
相
互
作
用
に
求
め
る
と
そ
の
難
点
は
克
服
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
集
団
成
員
を
他
の
者
と
区
別

す
る
標
識
が
不
明
確
と
な
る
と
い
う
難
点
が
残
る
。
集
団
の
組
織
化
が
進
み
集
団
的
行
動
の
変
動
性
が
高
く
な
る
と
、
全
成
員
に
一
般
共

通
な
る
行
為
様
式
が
少
な
く
な
る
と
共
に
、
そ
の
意
義
が
栢
対
的
に
減
少
す
る
。
従
っ
て
行
為
様
式
の
…
般
共
通
性
を
以
て
集
団
の
本
質

と
す
る
見
解
は
近
代
の
結
社
集
団
や
官
僚
画
集
圃
に
つ
い
て
は
適
用
が
難
し
く
な
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
作
ら
れ
た
理
論

の
科
学
的
効
用
が
乏
し
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
謡
本
博
士
が
行
為
様
式
説
を
全
体
社
会
に
限
っ
て
主
張
し
て
い
る
の
は
正
当

と
見
な
さ
れ
得
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
様
式
説
の
難
点
ま
た
は
限
界
そ
の
も
の
は
依
然
と
し
て
解
消
し
な
い
の
で
あ
る
。
行
為

様
式
説
か
ら
新
た
に
規
範
統
制
説
が
分
岐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
そ
の
点
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
集
國
主
観
説
に
つ
い
て
は
、
集
団
意
識
ま
た
は
集
団
感
情
を
集
団
の
一
元
的
本
質
と
し
て
主
張
す
る
学
者
は
見
出
し
難
く
、
多
く
は
相

互
作
用
説
ま
た
は
行
為
様
式
説
を
補
足
す
べ
き
第
二
な
い
し
第
三
の
要
素
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
集
騰
の
主
観
的
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側
面
を
重
要
視
す
る
見
解
そ
の
も
の
は
極
め
て
広
汎
に
普
及
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
心
身
成
員
に
共
通
な
る
思
惟
・
感
情
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

意
欲
の
様
式
が
集
団
意
識
ま
た
は
社
会
意
識
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
い
う
行
為
様
式
に
外
な
ら
な
い
か
ら

除
外
し
、
純
粋
の
集
餌
主
観
説
を
求
め
て
み
る
と
、
こ
れ
に
は
大
別
し
て
二
つ
の
立
場
が
認
め
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
集
団
意
識
な
い
し
集

団
感
情
の
損
い
手
を
集
団
そ
の
も
の
と
見
な
し
従
っ
て
そ
れ
を
超
個
人
的
実
在
と
す
る
立
場
で
、
こ
れ
を
超
個
人
的
主
観
説
と
呼
ぶ
こ
と

に
す
る
。
こ
の
立
場
を
と
る
学
者
と
し
て
は
リ
ン
ド
ナ
ー
、
エ
ス
ピ
ナ
ス
、
ヴ
ン
ト
、
ク
ー
リ
ー
、
マ
ク
ド
ゥ
ガ
ル
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て

い
論
・
一
悪
は
形
式
黎
学
の
後
継
者
き
れ
て
い
る
フ
・
ア
カ
ソ
あ
如
き
も
・
正
し
く
分
類
す
れ
ば
こ
の
派
に
所
演
し
め
る

　
　
　
　
（
1
6
）

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
集
団
意
識
な
い
し
集
期
感
情
の
担
い
手
を
成
員
各
個
人
と
し
、
従
っ
て
そ
れ
を
個
人
心
理
的
事
実
と
見
る
立
場
が
あ
り
、
そ

れ
を
偶
人
心
理
的
主
観
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
種
の
見
解
は
マ
ッ
キ
…
バ
ー
を
は
じ
め
今
日
の
米
圏
の
社
会
学
者
に
広
く
普
及
し

て
お
り
、
産
業
社
会
学
で
言
う
と
こ
ろ
の
帰
属
意
識
（
ぴ
。
8
自
今
α
q
δ
O
a
。
器
器
も
・
ω
）
　
の
如
き
も
同
類
の
も
の
と
解
さ
れ
る
。
マ
ッ
キ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

バ
ー
は
社
会
及
び
集
団
を
社
会
関
係
に
よ
っ
て
定
義
し
て
、
根
本
的
に
は
相
互
作
用
説
を
承
認
し
な
が
ら
も
、
彼
の
独
創
的
な
8
ヨ
ヨ
¢
，

巳
受
概
念
に
つ
い
て
は
地
域
性
。
共
演
生
活
・
生
活
様
式
の
共
通
性
な
ど
と
共
に
共
同
体
感
情
（
8
ヨ
鶯
§
尋
ω
Φ
艮
冨
①
讐
）
な
い
し
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

同
所
属
の
意
識
（
ω
①
湧
Φ
o
隔
げ
鼠
。
鵠
α
q
ぎ
σ
q
8
α
q
①
侍
げ
霞
）
を
大
い
に
重
視
し
、
　
一
方
、
8
臼
ヨ
¢
巳
蔓
の
反
魁
概
念
た
る
霧
ω
o
o
冨
瓢
。
旨
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

い
て
は
、
こ
れ
を
或
る
’
・
特
定
の
利
審
関
心
（
μ
謬
帥
O
脱
①
砂
け
）
を
共
同
で
追
求
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
た
集
団
と
定
義
し
、
い
つ
れ
に
し
て
も
成

員
の
主
観
的
側
面
を
極
め
て
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。

　
集
団
の
本
質
に
つ
い
て
個
人
心
理
的
主
観
説
の
立
場
に
徹
底
す
る
と
集
団
の
実
在
性
が
疑
わ
し
く
な
る
の
み
な
ら
ず
、
平
入
の
集
団
へ

の
所
属
が
極
め
て
不
鍔
確
曖
昧
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
女
中
が
自
分
も
家
族
の
一
員
で
あ
る
と
意
識
す
れ
ば
直
ち
に
家

族
の
一
員
と
な
り
、
自
分
は
家
族
の
一
員
で
は
な
い
と
考
え
れ
ば
家
族
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
超
個
人
的
主
観
説
の
立
場
を
と

る
と
こ
の
よ
う
な
難
点
は
避
け
ら
れ
る
が
、
集
団
が
個
人
と
識
量
に
意
識
や
感
情
を
持
つ
と
す
る
見
解
は
い
か
に
も
神
秘
的
で
あ
り
、
社

　
　
　
　
集
鴎
の
本
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
滋
五



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
四
百
九
十
六
暑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

32
1
　
会
学
の
実
証
的
研
究
を
困
難
な
ら
し
め
る
と
共
に
そ
の
科
学
的
効
用
を
減
ず
る
こ
と
に
な
る
。
い
つ
れ
に
し
て
も
集
団
主
観
説
は
そ
れ
に

　
　
徹
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
試
み
た
学
春
が
見
出
し
難
い
の
も
当
然
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
以
上
要
す
る
に
、
集
田
の
本
質
に
つ
い
て
の
相
互
作
用
説
、
行
為
様
式
説
、
集
國
主
観
説
は
い
つ
れ
も
不
適
当
な
い
し
不
充
分
で
あ
っ

　
　
て
、
従
っ
て
そ
れ
に
つ
い
て
は
他
の
新
説
が
提
唱
さ
れ
る
べ
き
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
見
地
か

　
　
ら
本
稿
で
は
新
た
に
規
範
統
制
説
が
主
張
さ
れ
る
。

（
1
）
　
高
闘
保
馬
「
琶
会
学
の
根
本
問
題
」
昭
和
二
二
年
、
五
頁
。

（
2
）
P
G
り
ぎ
諺
Φ
こ
し
。
§
9
。
晦
一
ρ
這
笛
。
。
い
ω
ω
・
心
～
回
9

（
3
）
　
ギ
イ
ツ
語
の
の
Φ
ω
Φ
涛
。
｝
郵
坤
は
全
体
敏
会
と
特
殊
集
団
の
双
方
を
意
味
し
得
る
。
ジ
ン
メ
ル
の
場
合
、
O
霧
。
濠
。
プ
9
浄
の
例
と
し
て
国
家
、
家

　
　
族
、
宗
教
団
体
な
ど
の
外
に
敬
歩
の
道
連
れ
や
ホ
テ
ル
の
泊
り
合
わ
せ
客
ま
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
出
て
、
そ
れ
は
最
広
義
の
集
闘
で

　
　
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
右
同
警
、
五
七
頁
。

（
4
）
フ
ラ
イ
ヤ
ー
「
巻
会
学
入
門
」
阿
閉
吉
男
訳
。
昭
和
三
〇
年
、
角
川
文
庫
版
、
一
三
四
頁
。

（
5
）
　
臼
井
二
尚
「
社
会
の
集
隈
的
統
一
性
の
基
礎
」
1
社
会
科
学
評
論
、
第
一
・
第
二
合
併
集
、
九
二
頁
。

（
6
）
　
高
田
保
馬
「
祉
会
学
の
根
本
問
題
」
五
買
。

（
7
）
客
≦
。
び
①
ご
芝
欝
ω
。
ぎ
穿
α
Q
。
。
。
。
謀
。
犀
梓
Φ
し
露
命
ω
鳥
課
●

（
8
）
幣
●
8
α
零
闘
①
2
0
。
諺
①
冨
。
冨
憧
§
島
O
＄
亀
ω
。
密
沖
ド
露
9
ω
．
。
。
●

（
9
）
　
諺
．
鴨
δ
芽
節
雄
幽
い
○
Φ
器
濠
。
｝
峯
津
鉱
Φ
ξ
⑦
》
割
り
b
の
ω
り
ω
ω
・
b
O
①
H
～
卜
Q
誤
．
高
田
保
馬
「
社
会
関
係
の
研
究
」
大
正
一
五
年
、
　
一
四
三
頁
以
下
。

（
1
0
）
　
い
U
霧
評
げ
鉱
襲
い
ピ
①
ω
器
σ
q
竃
ω
伽
。
一
p
回
診
プ
◎
儀
。
。
。
0
9
9
0
回
転
g
の
噂
お
8
”
電
・
ω
～
9
（
田
辺
寿
利
、
邦
訳
、
参
照
）
。

（
1
1
）
　
露
井
二
尚
、
前
掲
論
文
、
前
掲
書
、
九
四
頁
。

（
2
1
）
　
E
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
、
晶
開
耀
燭
灘
尉
、
礪
｝
貴
。

（
1
3
）
　
右
同
書
、
　
一
〇
頁
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
「
一
つ
の
環
像
が
普
遍
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
疑
も
な
く
そ
れ
が
集
禽
的
（
即
ち
多
少
と
も
義
務
的
）
だ

　
　
か
ら
で
あ
っ
て
、
決
し
て
普
遍
的
な
る
が
故
に
集
合
的
な
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
瀾
す
る
池

　
　
蟹
義
祐
博
士
の
講
義
に
お
い
て
特
に
注
意
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
）
。



（
1
4
）
　
高
潤
保
馬
博
士
の
い
わ
ゆ
る
［
、
社
会
意
識
」
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
「
祉
会
学
概
論
し
ご
一
二
頁
、
参
照
。

（
1
5
）
　
リ
ン
ド
ナ
…
、
エ
ス
ピ
ナ
ス
、
ヴ
ン
ト
、
マ
ク
ド
ゥ
ー
ガ
ル
に
つ
い
て
は
、
黒
川
純
一
「
社
会
学
要
辮
附
」
昭
和
二
八
年
、
七
一
百
ハ
、
参
照
。
ク

　
　
…
リ
ー
に
つ
い
て
は
、
新
曙
正
道
「
祉
会
学
史
概
説
」
昭
和
三
〇
年
、
　
一
六
九
頁
、
参
照
。

（
1
6
）
　
フ
ィ
ア
カ
ン
ト
は
厳
密
な
る
侮
入
主
義
的
・
原
子
論
的
見
解
は
簡
要
の
統
一
牲
を
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
し
て
、
超
個
人
的
な
る
集
騒

　
　
精
神
の
存
在
を
主
張
し
て
い
る
（
前
掲
書
、
三
理
二
　
　
三
八
五
頁
）
。
彼
の
云
う
縮
互
作
用
と
は
、
　
憲
に
、
集
國
精
神
が
個
入
に
感
染
し
ま
た

　
　
個
人
の
反
無
期
に
よ
っ
て
変
質
す
る
過
程
を
指
す
の
で
あ
っ
て
　
（
右
嗣
書
、
二
七
一
三
一
頁
）
、
　
そ
の
内
容
は
ジ
ン
メ
ル
の
考
え
た
も
の
と
著

　
　
し
く
違
っ
て
い
る
。

（
1
7
）
　
多
ζ
．
ζ
鶯
畠
く
禽
知
ρ
麟
℃
謎
。
旧
ω
o
o
鐸
ざ
搭
総
M
や
聖
節
ワ
日
腿
．

（
1
8
）
　
即
窓
・
鎮
鴛
H
く
①
凝
6
｝
拓
韓
Φ
ヨ
2
宏
。
｛
ω
o
o
Σ
ω
o
δ
琴
ρ
巳
8
”
℃
．
G
。
．
搾
鷺
■
竃
繕
H
く
禽
節
ρ
鉾
℃
鉛
α
q
2
ω
o
o
一
笑
ざ
℃
冒
H
9

（
1
9
）
　
閑
．
諸
‘
駕
鴛
囲
く
費
偽
ρ
国
●
℃
簿
α
q
①
W
ω
0
9
簿
ざ
や
搭
・
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三
　
規
範
統
制
説

　
集
団
は
そ
の
統
一
性
に
よ
っ
て
単
な
る
多
数
人
と
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
集
園
の
本
質
は
そ
の
統
一
性
の
内
容
を
分
析
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
見
餓
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
普
通
一
般
に
集
団
の
統
一
性
が
高
い
と
い
わ
れ
る
状
態
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
に
は
二
つ
の
場
合
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
一

つ
は
成
員
の
等
質
的
行
動
の
斉
一
性
が
高
い
場
合
で
あ
る
。
行
進
す
る
軍
隊
の
足
並
み
が
揃
っ
て
い
る
程
、
統
一
性
が
高
い
と
い
わ
れ
る

の
は
そ
の
例
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
異
質
的
行
動
の
絹
互
補
足
性
ま
た
は
調
和
性
が
高
い
場
合
で
あ
る
。
九
人
の
野
球
選
手
が
守
備
に
つ

く
時
、
各
人
の
行
動
は
異
質
的
で
あ
り
な
が
ら
も
桐
互
補
足
的
な
調
和
を
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
相
互
補
足
性
ま
た
は
調
和
性
が
乱
れ
て
い

る
時
、
成
員
の
行
動
は
不
統
一
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
集
団
的
行
動
は
等
質
的
か
さ
も
な
け
れ
ば
異
質
的
で
あ
る
か
ら
、
統
一
性
の
意
味

内
容
は
右
二
種
類
に
尽
き
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
ら
ば
、
そ
の
統
一
性
を
も
っ
て
直
ち
に
集
団
の
本
質
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
よ
う
な
意
味
の
統
一
性
は
集

　
　
　
　
集
団
の
本
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



134

　
　
　
　
哲
灘
ず
研
田
究
　
　
第
四
一
臼
九
十
穴
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕪
八

団
的
行
動
以
外
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
が
故
に
、
統
一
性
そ
の
も
の
を
集
団
の
本
質
と
み
な
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
観

劇
、
流
行
、
伝
染
病
の
治
療
、
路
上
の
通
行
な
ど
は
多
数
人
の
斉
一
的
行
動
で
あ
っ
て
も
、
集
団
的
行
動
と
は
見
な
し
難
い
。
平
冠
補
足

的
行
動
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
た
と
え
ば
国
際
分
業
に
よ
っ
て
甲
乙
両
国
民
の
生
業
は
糧
互
補
足
的
と
な
る
が
、
そ
の
事

実
に
よ
っ
て
甲
乙
護
国
が
集
団
的
に
統
一
さ
れ
た
と
は
見
な
し
難
い
。
国
際
分
業
が
直
ち
に
国
際
的
集
翅
の
成
立
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、

企
業
体
相
互
間
の
分
業
と
企
業
体
内
部
の
分
業
と
が
区
別
串
来
な
く
な
り
、
結
局
、
自
由
主
義
経
済
と
社
会
主
義
経
済
と
の
区
別
が
出
来

な
く
な
る
。

　
集
団
的
行
動
と
集
団
外
の
統
～
的
行
動
を
匿
別
せ
し
め
る
要
素
が
集
団
の
本
質
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
両
者
の
違
い
は
結
局
、
規
範

と
統
制
の
有
無
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
観
劇
や
流
行
や
国
際
分
業
は
原
則
と
し
て
任
意
的
に
行
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、

軍
隊
の
行
進
や
野
球
の
チ
ー
ム
プ
レ
イ
は
規
則
や
命
令
に
よ
っ
て
い
わ
ば
義
務
づ
け
ら
れ
て
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
規
則
や
命
令
に
違
反
す

れ
ば
、
何
ら
か
の
形
で
翻
訳
が
加
え
ら
れ
る
。
そ
の
制
裁
を
前
提
と
し
て
規
則
や
命
令
に
拘
束
力
が
与
え
ら
れ
る
。
規
則
や
命
令
は
規
範

の
一
種
で
あ
る
が
、
集
団
的
行
動
は
そ
の
規
範
へ
の
同
調
行
為
、
即
ち
規
範
を
守
る
行
為
と
し
て
行
な
わ
れ
る
点
に
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
の
点
で
集
団
外
の
統
一
行
動
と
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
多
数
人
が
規
範
を
共
有
し
且
つ
そ
れ
を
守
る
な
ら
ば
、
そ
の
多
数
人
の

行
動
に
大
な
り
小
な
り
統
一
性
が
与
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
規
範
と
統
制
の
存
在
は
集
団
の
本
質
で
あ
る
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
）

　
規
範
を
一
般
的
に
定
義
す
る
と
、
集
醐
成
員
の
行
動
を
指
示
し
且
つ
拘
束
す
る
観
念
で
あ
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
国
家
の
法
律
、

労
働
組
合
の
規
約
、
軍
隊
の
規
則
、
村
落
の
慣
習
、
仲
間
の
慣
例
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。
な
お
、
規
範
を
右
の
よ
う
に
定
義
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

麦
配
者
の
下
す
命
令
や
、
集
団
の
中
で
各
人
に
割
当
て
ら
れ
る
役
目
な
い
し
役
割
も
規
範
の
中
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
の
認

識
は
行
為
様
式
説
と
規
範
統
欝
欝
の
違
い
を
知
る
上
に
重
要
で
あ
る
。
麦
配
者
が
与
え
る
命
令
は
臨
機
応
変
に
独
裁
的
に
も
定
め
ら
れ
得

る
点
で
規
約
・
規
則
・
慣
習
な
ど
の
恒
常
的
規
範
と
区
劉
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
質
的
な
違
い
で
は
な
い
。
規
則
・
規
約
・
慣

習
な
ど
も
、
そ
の
起
源
を
た
ず
ね
て
み
る
と
或
る
特
定
流
入
の
発
忍
な
い
し
模
範
的
行
動
に
端
を
発
す
る
場
合
が
多
く
、
恒
常
的
と
い
っ



　
　
て
も
い
っ
か
は
改
廃
さ
れ
る
。
役
目
な
い
し
役
割
は
各
人
に
異
質
的
に
与
え
ら
れ
る
点
で
他
の
一
般
的
規
範
と
区
別
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、

　
　
こ
の
違
い
も
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
　
一
般
的
規
範
で
も
、
成
員
に
異
質
的
に
与
え
ら
れ
る
例
は
い
く
ら
も
見
出
さ
れ
る
。
全
成
員
に
共

　
　
通
な
行
動
を
指
示
す
る
規
範
の
方
が
む
し
ろ
少
な
い
く
ら
い
で
あ
る
。
た
と
え
ば
万
人
の
平
等
を
理
想
と
す
る
近
代
圏
家
の
選
挙
権
の
如

　
　
き
も
の
で
さ
え
も
、
或
る
年
令
以
上
の
国
民
に
尉
し
て
だ
け
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
規
範
は
、
人
間
の
行
動
を
指
示
す
る
観
念
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
広
告
や
個
人
の
理
想
と
同
類
で
あ
る
。
規
範
が
そ
れ
ら
と
違
う
点

　
　
は
規
範
の
持
つ
普
遍
性
と
拘
束
性
に
求
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
照
る
病
院
が
診
察
時
間
を
午
前
十
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で
と
告
示
す
れ
ば
、

　
　
患
者
た
ち
は
そ
の
時
間
に
病
院
を
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
病
院
の
黄
雲
は
患
者
た
ち
の
行
動
に
あ
る
種
の
指
示
を
与
え
た
こ
と

　
　
に
な
る
。
し
か
し
彼
等
に
対
し
て
病
院
の
告
示
は
…
種
の
広
告
で
あ
っ
て
規
範
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
告
示
が
彼
等
の
行
動
を
義
務
づ
け

　
　
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
病
院
に
勤
め
る
医
者
や
君
国
婦
に
と
っ
て
は
そ
の
同
じ
告
示
が
規
範
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
。
彼
等

　
　
は
そ
の
記
聞
に
出
勤
す
べ
く
義
務
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
個
人
の
理
想
は
拘
束
性
を
欠
如
す
る
上
に
普
．
遍
性
も
持
た
な
い
か
ら
、
そ

　
　
れ
が
規
範
と
異
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
　
　
行
動
指
示
の
観
念
が
集
団
成
員
に
普
及
す
る
た
め
に
は
意
思
疏
通
（
8
寒
露
暮
δ
舞
凶
8
）
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
観
念
が
成
員
の

　
　
行
動
を
拘
束
し
得
る
た
め
に
は
統
制
、
即
ち
規
範
に
従
う
者
を
賞
讃
ま
た
は
優
遇
す
る
一
方
、
規
範
に
従
わ
な
い
者
を
非
難
ま
た
は
冷
遇

　
　
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
思
疏
通
と
統
制
は
い
つ
れ
も
相
互
作
用
の
一
種
で
あ
る
。
従
っ
て
行
動
指
示
の
観
念
が
普
遍
性
と
拘

　
　
束
性
を
も
っ
て
規
範
と
な
り
得
る
た
め
に
は
相
互
作
用
が
必
要
と
さ
れ
る
。
絹
互
作
用
説
は
こ
の
よ
う
な
形
で
規
範
統
講
説
の
中
に
生
か

　
　
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
規
範
と
統
欄
の
存
在
が
集
団
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
事
情
を
集
団
の
各
類
型
に
つ
い
て
吟
味
し
て
み
る
と
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
先
ず
、
結
社
集
団
や
官
僚
制
集
団
に
つ
い
て
は
一
駕
し
て
明
白
で
あ
ろ
う
。
労
働
組
合
・
婦
人
会
・
学
会
な
ど
の
結
成
大
会
に
お
い
て

　
　
先
ず
第
　
に
問
題
に
さ
れ
れ
る
の
は
規
約
の
設
定
と
役
員
の
選
出
で
あ
る
。
規
約
は
右
に
書
う
規
範
の
一
種
で
あ
る
。
役
員
の
選
出
は
見
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（
4
）

－
　
方
を
変
え
る
と
、
集
団
成
員
に
薄
す
る
役
穏
な
い
し
役
割
の
配
分
で
あ
り
、
そ
の
役
同
な
い
し
役
割
は
規
範
の
一
種
で
あ
る
。
要
す
る
に

　
　
規
範
の
設
定
と
そ
の
配
分
が
先
ず
第
一
に
単
二
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
成
員
一
嗣
に
よ
っ
て
承
認
せ
ら
れ
拘
策
力
を
も
ち
は
じ
め
た
時
、

　
　
集
顯
が
発
足
し
た
と
見
な
さ
れ
る
。
宮
僚
制
集
覇
に
つ
い
て
も
事
情
は
岡
じ
で
あ
る
。
官
僚
綱
集
団
で
は
成
員
を
集
め
る
前
に
規
則
や
職

　
　
務
が
作
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
集
団
的
行
動
は
そ
の
規
鋼
や
職
務
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
、
規
期
や
職
務
だ
け
で
は
不
充
分
な
い
し
不

　
　
錫
確
な
点
は
皮
配
者
の
命
令
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
る
。
規
則
・
職
務
・
命
令
な
ど
の
規
範
が
拘
束
力
を
も
つ
と
同
着
に
集
団
が
発
足
し
、

　
　
拘
束
力
が
失
な
わ
れ
る
と
同
蒔
に
集
団
が
解
体
す
る
。

　
　
　
仲
間
集
國
や
制
度
集
団
で
は
規
範
の
多
く
が
慣
例
又
は
慣
響
に
つ
い
て
の
人
々
の
記
憶
と
し
て
存
在
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
成
員
一

　
　
同
の
了
解
事
項
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
い
つ
れ
に
し
て
も
成
文
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
規
範
の
存
在
は
不
用
意
に
一
見
し
た
だ
け
で

　
　
は
判
明
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
近
代
小
家
族
の
よ
う
な
親
和
的
な
小
集
団
で
も
、
注
意
し
て
観
察
す
る
と
、
食
事
の
賭
間
、
行
儀
作

　
　
法
、
言
葉
づ
か
い
、
夫
の
役
割
、
妻
の
役
割
、
家
計
の
割
振
り
、
性
的
交
渉
な
ど
に
つ
い
て
無
数
の
規
範
が
見
出
さ
れ
る
。
規
範
よ
り
の

　
　
逸
脱
行
動
に
対
し
て
は
何
ら
か
の
形
で
制
裁
が
添
え
ら
れ
る
。
国
家
や
企
業
体
の
規
範
が
合
理
主
義
的
に
作
ら
れ
る
の
に
対
し
て
家
族
の

　
　
そ
れ
が
伝
統
主
義
的
又
は
権
威
主
義
的
に
作
ら
れ
る
点
や
、
前
者
の
統
制
が
権
力
に
よ
っ
て
組
織
的
に
行
わ
れ
る
の
に
尉
し
て
家
族
の
そ

　
　
れ
が
分
散
的
に
行
わ
れ
る
点
が
違
っ
て
い
る
が
、
そ
の
違
い
は
第
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
。
規
範
の
存
在
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
及
び
そ

　
　
れ
が
集
照
的
行
動
に
対
し
て
有
す
る
意
味
内
容
に
本
質
的
な
違
い
は
な
い
。
規
範
が
成
文
化
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
違
い
な
ど
は
全
く
末

　
　
梢
的
な
違
い
で
あ
る
。

　
　
　
全
体
社
会
に
つ
い
て
は
、
逆
井
博
士
に
よ
れ
ば
、
社
会
の
集
団
的
統
一
性
の
書
算
は
行
為
様
式
の
一
般
共
通
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
模

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
倣
に
よ
る
追
従
応
化
と
社
会
的
威
圧
に
よ
る
強
制
拘
束
の
二
薦
よ
り
な
る
社
会
統
制
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
博
士
の

　
　
言
う
社
会
皇
女
は
自
発
的
な
模
倣
を
含
み
、
　
一
方
規
範
を
守
る
者
に
質
す
る
賞
讃
や
優
遇
を
含
ま
な
い
点
で
、
本
稿
で
言
う
と
こ
ろ
の
統

　
　
糊
と
は
多
少
意
味
内
容
を
異
に
し
て
い
る
が
、
統
捌
の
主
要
な
も
の
は
逸
脱
行
動
に
対
す
る
制
裁
で
あ
り
、
更
に
デ
ュ
ル
ケ
…
ム
の
言
う



如
く
、
自
発
的
な
模
倣
で
も
逸
脱
に
対
す
る
制
裁
を
前
提
と
す
る
限
り
強
制
拘
束
と
い
う
事
実
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
見
方

　
　
（
6
）

を
す
る
と
、
重
要
な
違
い
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
と
も
か
く
も
臼
井
博
士
に
従
え
ば
、
社
会
を
し
て
社
会
た
ら
し
め
る
も
の
は
行
為
様
式

の
一
般
共
通
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
統
制
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
事
に
な
る
。
し
か
し
社
会
統
欄
が
行
な
わ
れ
る
た
め
に
は
、

そ
の
対
象
と
な
る
べ
き
行
為
を
指
示
す
る
観
念
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
伝
統
的
慣
習
で
あ
れ
ば
そ
の
模
範
を
示
し
、
合
理
的
に
作
ら
れ
る
法

律
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
成
文
化
し
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
一
般
共
通
性
を
要
求
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
そ
の
内

容
を
指
示
す
る
観
念
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
与
え
ず
に
行
為
の
結
果
に
つ
い
て
た
だ
徒
ら
に
統
制
を
加
え
る
の
み
で
あ
れ
ば
、

如
何
な
る
行
為
が
制
裁
を
受
け
る
か
判
明
し
な
い
た
め
に
、
人
心
を
惑
わ
し
社
会
を
混
乱
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
規
範
の
指
示
す
る
行
為

内
容
が
伝
統
的
文
化
と
合
致
す
る
場
合
に
は
規
範
が
一
種
の
記
憶
と
し
て
伝
統
的
に
存
続
す
る
と
い
う
事
実
を
認
め
る
な
ら
ば
、
規
範
統

欄
説
は
か
く
し
て
全
体
社
会
に
つ
い
て
も
妥
当
し
得
る
こ
と
に
な
る
。

　
要
す
る
に
規
範
と
統
制
は
す
べ
て
の
集
団
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
と
共
に
、
集
団
を
な
さ
ざ
る
多
数
入
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
り
、
し
か
も
人
々
の
集
団
的
行
動
に
対
し
て
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
要
素
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
集
M
凶
の
本
質
と
し
て

認
め
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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（
1
）
　
ホ
ー
マ
ン
ズ
は
規
範
に
つ
い
て
「
規
範
は
集
圃
成
員
の
心
の
中
の
観
念
で
あ
る
。
即
ち
、
成
員
ま
た
は
他
の
人
が
特
定
の
状
況
の
下
で
す
る
の

　
　
が
当
然
で
あ
り
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
す
る
こ
と
を
期
待
き
れ
て
い
る
事
柄
を
明
細
に
説
明
し
得
る
観
念
で
あ
る
。
」
と
定
義
し
て
い
る

　
　
（
前
掲
轡
、
ご
一
薫
頁
）
。
本
文
の
定
義
は
こ
れ
を
参
考
に
し
て
あ
る
σ

（
2
）
　
命
令
も
規
範
の
一
種
で
あ
る
と
す
る
見
方
は
ホ
ー
マ
ン
ズ
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
命
令
に
つ
い
て
「
命
令
は
種
類
に
お
い

　
　
て
規
範
と
異
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
書
、
四
一
六
頁
）
。

（
3
）
　
無
類
な
い
し
役
割
（
冠
。
冨
）
が
規
範
の
一
種
で
あ
る
と
す
る
見
方
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
お
い
て
も
充
分
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
役
劉

　
概
念
の
基
本
的
な
構
成
要
素
と
し
て
役
割
期
待
（
巴
。
冨
あ
区
唱
⑦
o
再
臨
。
⇔
）
と
そ
れ
を
実
録
せ
し
め
る
た
め
の
制
裁
（
ω
き
。
甑
。
ロ
）
を
挙
げ
る
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
、
役
割
が
規
範
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
が
（
↓
7
Φ
ω
o
畠
亀
ω
鴇
ω
8
ヨ
リ
玉
総
”
膨
G
。
G
。
）
、
　
一
方
、
そ
れ
を
構
成
要
素
と
す

　
　
集
団
の
本
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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四
二

　
　
る
祉
会
体
系
の
概
念
で
も
っ
て
近
代
の
職
業
祉
会
を
分
析
で
き
る
と
考
え
て
い
る
点
か
ら
晃
て
　
（
右
同
書
一
八
二
～
一
九
一
頁
）
、
彼
は
役
劇
を

　
行
為
様
式
と
見
な
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

（
4
）
　
成
員
に
対
す
る
役
割
の
配
分
は
、
逆
に
見
る
と
、
　
役
割
に
対
す
る
人
間
の
配
属
即
ち
俗
に
言
う
「
人
事
」
　
で
あ
る
。
　
パ
…
ソ
ン
ズ
は
こ
れ
を

　
費
Φ
鉱
ざ
。
鉾
圃
o
P
o
h
唱
Φ
諺
。
降
⇒
鉱
・
幽
・
①
¢
o
出
⇔
0
8
翫
”
ぴ
①
睦
毛
Φ
①
コ
域
○
冨
ω
と
呼
ん
で
い
る
（
右
岡
鰹
、
　
一
一
四
頁
）
。

（
5
）
臼
井
二
尚
「
社
会
の
集
照
的
統
一
牲
の
基
礎
」
筋
掲
諮
、
七
一
頁
以
下
。

（
6
）
　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
、
晶
剛
蠣
例
激
離
、
　
一
二
習
貝
。

四
　
他
説
と
の
関
係

　
以
上
の
説
明
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
集
団
の
本
質
に
つ
い
て
の
規
範
統
制
説
は
従
来
の
諸
家
の
学
説
を
無
視
し
て
新
奇
の
主
張
を

な
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
各
説
の
長
所
を
生
か
し
つ
つ
短
所
を
補
わ
ん
と
す
る
意
図
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
蔓
に
説
明

す
る
と
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

　
相
互
作
用
説
の
長
所
は
、
初
期
の
綜
合
縫
会
学
を
批
判
し
て
社
会
学
固
有
の
研
究
村
象
を
明
確
な
ら
し
め
た
点
と
、
社
会
に
超
個
人
的

意
志
を
認
め
る
立
場
を
否
定
し
、
社
会
学
に
い
わ
ゆ
る
個
人
主
義
的
・
原
子
論
的
研
究
方
法
を
導
入
し
て
今
日
の
理
解
社
会
学
的
方
法
を

可
能
な
ら
し
め
た
点
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
二
つ
の
長
所
は
規
範
統
制
説
の
中
に
も
生
か
さ
れ
て
い
る
。
規
範
は
そ
の
普
遍
性
と
拘
束
性

に
よ
っ
て
単
な
る
行
動
指
示
の
観
念
と
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
種
の
観
念
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
担
い

手
は
個
人
を
お
い
て
外
に
は
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
に
つ
い
て
は
理
解
社
会
学
的
方
法
が
可
能
と
さ
れ
る
。
む
し
ろ
人
間
に
対
す
る
人
間
の

理
解
と
い
う
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
規
範
の
観
察
及
び
説
明
は
出
来
な
い
と
雷
っ
て
よ
い
。
そ
の
規
範
に
普
遍
性
と
拘
束
性
を
与
え
る

の
は
意
思
疏
通
と
統
欄
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
つ
れ
も
一
種
の
梢
互
作
用
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
相
互
作
用
説
の
遺
産
が
充
分
に
生
か

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
研
究
尉
象
に
つ
い
て
は
、
相
互
作
用
の
中
で
商
取
引
・
恋
愛
・
雑
談
な
ど
の
よ
う
に
集
闘
的
行
動
と
無
縁
の
も
の

が
捨
て
ら
れ
る
一
方
、
規
範
を
通
じ
て
集
団
成
員
の
行
為
様
式
が
そ
の
意
味
内
容
と
共
に
研
究
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
研
究
紺
象
は
形
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式
社
会
学
の
そ
れ
と
は
幾
分
か
違
っ
て
く
る
。
し
か
し
社
会
学
の
研
究
対
象
を
人
閥
の
集
団
的
行
動
に
限
定
し
、
そ
の
分
析
用
具
と
し
て

規
範
と
統
制
の
概
念
を
利
用
す
る
に
止
め
る
な
ら
ば
、
綜
含
社
会
学
の
誤
り
を
再
び
繰
り
か
え
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
絹
互
作
用
説
の
短
所
は
、
前
述
の
如
く
、
絹
互
作
用
の
中
に
集
団
外
的
の
も
の
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
点
に
認
め
ら
れ
る
。
し

か
し
一
方
、
集
団
の
形
成
な
ら
び
に
存
続
の
た
め
に
無
く
て
は
な
ら
な
い
相
互
作
用
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
て
、
形
式
社
会
学
を
批

判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
種
の
相
互
作
用
ま
で
も
研
究
対
象
か
ら
除
外
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
角
を
矯
め
て
牛
を
殺
す
の

愚
行
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
従
来
の
社
会
学
で
重
要
と
さ
れ
て
来
た
相
互
作
用
に
つ
い
て
吟
味
し
て
み
る
と
、
い
つ
れ
も
規

範
と
統
制
に
関
係
を
有
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
重
要
な
相
互
作
用
と
し
て
第
～
に
支
配
と
服
従
の
上
下
関
係
が

あ
げ
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
と
、
支
配
と
は
、
挙
示
し
う
る
一
群
の
人
々
を
特
殊
な
（
ま
た
は
す
べ
て
の
）
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

令
に
服
従
さ
せ
る
ヂ
ャ
ン
ス
で
あ
る
、
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
穂
並
の
本
質
は
命
令
に
あ
る
が
、
そ
の
命
令
は
、
前
述
の
如
く
、
規
範
の

一
種
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
命
令
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
規
範
に
対
す
る
同
調
行
為
が
服
従
で
あ
ろ
う
。
麦
配
と
服
従
の
上
下
関
係
は
こ
の

よ
う
に
し
て
規
範
統
曲
説
の
理
論
の
中
に
充
分
に
組
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
重
要
な
相
互
作
用
と
し
て
第
二
に
助
け
合
い
又
は
協
力

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
集
団
的
行
動
と
し
て
の
助
け
合
い
又
は
協
力
は
、
詳
緬
に
見
る
と
、
規
範
に
対
す
る
同
調
行
為
と
し
て

行
な
わ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
ら
ざ
る
恣
意
的
な
助
け
合
い
は
不
公
平
を
生
み
、
集
騒
の
秩
序
を
乱
す
も
の
と
し
て
前
脚
な

い
し
排
斥
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
重
要
な
相
互
作
用
と
し
て
第
三
に
意
思
疏
通
、
第
四
に
統
制
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
。
要
す
る
に
相
互
作
用
説
の
遺
産
な
い
し
業
績
は
規
範
統
制
説
の
中
に
充
分
に
生
か
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　
行
為
様
式
説
の
長
所
は
家
族
壷
掘
、
階
級
翻
意
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
社
会
的
事
実
が
単
な
る
個
人
心
理
的
事
実
と
は
異
な
る
所
以
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
赴
会
学
と
心
理
学
と
の
方
法
の
違
い
を
閥
確
な
ら
し
め
た
点
と
、
集
団
の
実
在
性
を
認
知
せ
し
め
た
点
に
晃

出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
そ
の
二
点
を
、
社
会
的
事
実
が
漁
人
に
対
し
て
外
在
す
る
と
い
う
表
現
を
用
い
て
説
明
し
て
い

　
　
　
　
集
団
の
本
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
礪
三
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四
蹴

る
が
、
こ
れ
は
要
す
る
に
、
人
間
が
集
団
の
中
で
行
為
す
る
場
合
に
は
偲
人
で
行
為
す
る
時
と
は
異
な
っ
た
思
惟
・
感
情
・
意
欲
・
行
動

を
示
す
と
い
う
事
実
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
右
の
需
葉
に
よ
っ
て
彼
が
集
団
を
超
欄
人
的
な
人
格
又
は
有
機
体
と
見
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
社
会
的
事
実
の
外
在
性
を
右
の
よ
う
な
意
味
で
正
当
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
性
質
は

規
範
に
つ
い
て
も
同
様
に
認
め
ら
れ
る
。
規
範
は
一
種
の
観
念
と
し
て
個
人
の
中
に
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
起
源
は
個
人
な
ら
ざ
る

多
数
人
の
連
関
的
行
動
の
中
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
規
範
に
拘
束
性
を
与
え
る
た
め
の
統
制
は
他
人
に
よ
っ
て
行
な
わ

れ
、
そ
の
場
合
に
統
制
の
基
準
と
さ
れ
る
の
は
統
制
者
の
観
念
で
あ
る
。
従
っ
て
人
間
に
規
範
が
与
え
ら
れ
た
時
に
は
、
彼
は
、
自
己
の

意
識
と
は
別
に
他
人
の
意
識
内
容
に
拘
束
さ
れ
な
が
ら
行
為
す
る
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
人
間
は
集
団
の
中
で
は
個
人
で
行
為
す
る
場
合

と
は
違
っ
た
種
類
の
行
為
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
偶
人
の
欲
求
。
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
も
、
そ
れ

だ
け
で
は
集
団
的
行
動
は
理
解
し
又
説
明
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
社
会
学
に
お
け
る
心
理
学
的
方
法
の
限
界
が
認
め
ら
れ
る
。

　
集
団
の
実
在
性
如
何
は
規
範
と
称
す
る
観
念
の
実
在
性
如
伺
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。
観
念
に
実
在
性
を
認
め
る
か
否
か

は
哲
学
上
の
問
題
で
あ
る
が
、
唯
物
論
の
マ
ル
ク
ス
主
義
で
さ
え
も
い
わ
ゆ
る
上
部
構
造
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
存
在
を
全
く
否
定

し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
観
念
に
点
在
性
を
認
め
る
と
し
て
も
、
あ
な
が
ら
奇
怪
な
説
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
規
範
は
観
念

の
一
種
と
し
て
個
人
の
中
に
存
在
し
な
が
ら
し
か
も
多
数
人
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
集
団
は
、
義
人
を
単
位
と
し

て
成
立
し
な
が
ら
し
か
も
単
な
る
個
人
の
総
和
以
上
の
実
在
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
い
つ
れ
に
し
て
も
行
為
様
式
説
の
長
所
は
全
面
的

に
規
範
論
調
説
の
中
に
生
か
さ
れ
る
と
兇
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
行
為
様
式
説
の
短
所
及
び
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
規
範
統
制
説
が
主
張

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
。

　
最
後
に
集
団
主
観
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
有
効
性
を
発
揮
す
る
の
は
自
律
的
集
団
の
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
規
範
及
び
統
調
と

集
闘
意
識
な
い
し
集
団
感
情
と
の
関
係
を
説
明
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
集
団
的
行
動
の
統
一
性
は
規
範
へ
の
同
調
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
同
調
に
は
自
主
的
な
も
の
と
拘
束
的
な
も
の
と
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の
二
種
類
が
考
え
ら
れ
る
。
自
主
的
岡
調
と
は
読
ん
で
字
の
如
く
自
ら
進
ん
で
な
さ
れ
る
岡
調
行
為
で
あ
る
。
拘
束
的
同
調
と
は
、
行
為

に
対
す
る
他
人
の
評
価
を
基
準
と
し
、
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
な
が
ら
な
さ
れ
る
同
調
行
為
で
あ
る
。
換
蕎
す
れ
ば
統
制
を
前
提
と
し
て
な
さ

れ
る
同
調
行
為
で
あ
る
。
自
律
的
集
団
で
は
規
範
に
坐
す
る
自
主
的
同
調
が
統
一
性
の
基
本
と
な
る
が
、
そ
れ
は
、
規
範
へ
の
愛
着
に
よ

っ
て
主
情
的
に
行
な
わ
れ
る
に
し
て
も
、
ま
た
規
範
の
価
値
理
解
…
に
よ
っ
て
価
値
合
理
的
に
行
な
わ
れ
る
に
し
て
も
、
集
団
へ
の
帰
属
意

識
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
成
員
が
集
団
に
対
し
て
愛
着
心
を
持
っ
て
い
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
集
団
の
存
続
発
展
を
合
理

的
に
希
望
す
る
場
合
に
の
み
、
規
範
へ
の
自
主
的
同
調
が
可
能
と
な
る
。

　
他
方
、
拘
束
的
同
調
を
可
能
な
ら
し
め
る
統
制
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
、
制
裁
に
は
抵
抗
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
統
制
に
は
勢
力
が

必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
自
律
的
湿
田
で
は
、
勢
力
の
源
泉
は
成
員
一
同
の
支
持
に
期
待
す
る
の
外
は
な
く
、
そ
の
支
持
は
成
員
が
集
団

の
存
続
を
希
望
す
る
感
情
又
は
意
識
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
制
裁
を
受
け
る
者
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
制
裁
の

限
界
な
ら
び
に
効
果
は
そ
の
者
の
集
嗣
へ
の
帰
属
意
識
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。
帰
属
野
心
識
が
大
で
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
制
裁

が
有
効
で
あ
る
と
共
に
、
大
な
る
程
度
の
制
裁
が
可
能
と
な
る
。

　
要
す
る
に
、
自
律
的
集
団
で
は
、
自
主
的
同
調
の
み
な
ら
ず
拘
束
富
岡
調
も
成
員
一
同
の
集
団
へ
の
帰
属
意
識
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
か
く
し
て
結
局
、
自
律
的
集
稠
で
は
、
そ
の
統
】
性
の
基
礎
条
件
と
し
て
集
団
意
識
な
い
し
集
闘
感
情
が
問
題
に
さ
れ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
集
団
主
観
説
が
無
視
で
き
な
い
理
由
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
集
団
意
識
な
い
し
集
団
感
情
の
社
会
学

的
意
味
内
容
は
右
の
よ
う
な
分
析
を
通
じ
て
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
規
範
統
制
説
の
立
場
に
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
そ
の

解
明
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、
集
囹
の
本
質
に
つ
い
て
規
範
統
制
説
を
採
用
す
れ
ば
、
桐
互
作
用
説
・
行
為
様
式
説
・
集
団
主
観
説
の
長
所

は
大
方
そ
の
中
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
各
説
の
持
つ
追
記
の
如
き
欠
点
を
取
除
く
こ
と
が
鵬
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
規
範

統
制
説
は
集
団
本
質
論
に
つ
い
て
理
論
的
な
進
歩
を
与
え
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
そ
の
上
に
、
規
範
は
諸
藩
作
用
や
集
団
感
情

　
　
　
　
集
騒
の
本
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
　
哲
島
ず
研
　
究
　
　
第
鵬
百
九
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
穴

42
1
　
な
ど
と
違
っ
て
具
体
的
に
観
察
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
た
め
に
、
規
範
統
糊
説
は
現
実
の
集
団
の
実
証
的
研
究
を
容
易
な
ら
も
め
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
い
う
長
所
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
長
所
を
具
体
的
に
明
示
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
説
を
理
論
的
に
発
展
せ
し
め
て
集
団
の
組

　
　
織
・
運
営
・
機
能
・
統
一
性
な
ど
の
面
に
説
き
及
ぶ
必
要
が
あ
る
と
共
に
、
　
一
方
で
は
こ
の
説
に
立
脚
し
て
現
実
の
集
団
の
調
査
分
析
を

　
　
進
め
て
行
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
筆
老
に
と
っ
て
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
以
後
の
理
論
的
並
び

　
　
に
実
証
的
研
究
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
集
醐
本
質
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
私
見
を
述
べ
る
に
止
め
る
。

　
　
　
（
1
）
　
冨
●
妻
①
げ
露
W
芝
艮
ω
9
卿
坤
‘
⇔
侮
O
㊦
。
・
毘
ω
o
げ
既
詳
δ
ミ
”
ω
．
H
8
．

　
　
　
（
2
）
　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
、
前
掲
書
、
　
一
〇
五
頁
。
な
お
第
二
版
の
序
文
で
は
「
社
会
的
事
実
は
質
的
に
は
心
理
的
事
実
と
異
な
ら
な
い
」
と
明
嘗
し
て

　
　
　
　
　
い
る
（
序
文
、
　
一
七
頁
）
。

　
　
　
（
3
）
　
拙
稿
「
大
阪
浴
場
二
念
の
運
営
」
ー
ソ
シ
オ
ロ
ジ
、
第
三
二
号
、
灰
収
1
は
規
範
統
制
説
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
実
記
的
研
究
の
一
例
で

　
　
　
　
　
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
社
会
学
〕
助
手
）



THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　T］1｛IS　ISSUE

Tlie　outline（ゾsuch　an　article　as　apPea7s　in　more　than　o／zθnttmber（ゾthis

manazine　is　to　be　given　together　with　the　last　instalment　of　the　article．

Whitekead’s　Lectures　en　“AbstractioR”

　　The　following　statement　written　by　Professor　J．　D．　Goheen　as　a　foreword

to　the　Japanese　translation　of　Whitehead’s　lectures　would　also　be　a　good

pr6cis　of　the　article．

　　’‘These　notes　are　an　almost　verbatim　record　of　Whitehead’s　lectures　in　his

course，　Cosmalogies；　Anec’ent　and　Modern，　on　Dec．　3，　5，　8，　IO，　1936．　ln　the

previous　meeting　of　the　course　1　had，　as　his　assistant，　given　a　lecture　in　which

I　asl〈ed　Whitehead　to　make　more　explicit　his　doctrine　of　“vagueness”．　Stu－

dents　in　the　course　sometimes　received　the　impression　that　Whitehead

disparaged　clarity　and　advocated　“vagueness”　or　“muddle－headedness”　in

philosophical　thinking．　Whitehead，　of　course，　intended　nothing　of　the　1〈ind，

but　he　was　profoundiy　interested　in　the　relation　of　abstract　thought　to　the

“penumbral”　background　of　experience．　From　one　point　of　view，　Whitehead’s

metaphysics　could　be　construed　as　essentially　concemed　with　this　relation．

The　worid　of　“process”，　which　Whitehead　thought　of　as　initially　disc！osed

in　exper1ence，　is　a　world　in　which　everything　is　related　to　everything　else．

Finite　“facts”，　as　well　as　finite　truths　or　abstractions　have，　therefore，　to　be

accounted　｛or　against　a　background　of　xeality　and　experience　which　is　un－

bounded．　An　abstraction　or　finite　truth　is，　in　this　sense，　arbitrary；，　there　are

always　others　in　the　background　which　might　be　expressed，　but　are，　for　good

reasons　or　bad，　suppressed．”

The　Essentiality　of　Human　Group

by　E｛itoshi　Takatsu

1



　　So　far　there’exist，　at　least，　three　kinds　of　theory　about　the　essentiality　of’

human　group．

　　In　the　first　place　the　interaction　theory　expounded　by　G．　Simmel，　F．　T6n一一

nies　and　M．　Weber，　regards　the　interactions　or　the　social　relationships　o£

．the　members　of　a　human　group　as出e　essentiaiity　of　the　group．　Secondly『

in　the　behavior　theory，　which　was　set　forth　originally　by　E．　Durkheim　and

further　developed・　by　J．　Usui，　the　way　of　behavior　common　to　all　the　group・

member　is　regarded　as　the　essentiality　of　human　group．　Then　thirdly　there・

is　the　subjective　theory，　into　which　the　group　theories　of　A　Vierkandt，　R．

M．　Maclver　and　C．　H．　Cooley　can　be　classified．　They　maintain　that’　group・

consciousness　or　group　sentiment　should　be　regarded　as　the　essentiality　of．

human．　group．

　　Now　the　author　tries　to　advance　the　sort　of　theery　which　is　partly　or

1mplicitiy　implied　by　the　theories　of　G．　C．　Homans　and　T．　Parsons　；　he　con－

tends　that　the　most　important　characteristics　of　human　group　would　be　the／

aspects　of　the　norm　and．the　control　of　the　group，　and　proposes　to　define　the・

norm　of　human　group　as　that　which　gives　i難dications　to　the　actions　of出e

group　members　and　sets　up　the　range　of　freedom　for　their　actions．　With．

this　broad　concept　of　social　norm　which　involves　the　concept　of　command

and　that　of　the　r61e　of　each　group　member，　the　analysis　of　the　dynamlc　and

differentiated　aspects　of　human　group　would　be　more　successfui．

Froma　Natural　Man　to　Artificial　State

Hobbes’s　Political　Thought

by　Naoki　Kamo

　　According　to　Hobbes’s　view，　men　are　not　naturally　sociable，　but　competitive

with　one　another　and　act　quite　egoistically．　He　defines　the　state　of　nature

as　a　state　of　war，　a　war　of　everybody　against　everybody　else．　When，　however，

natural　men　come　to　know　that出eir　unlimited　rlght　of　nature，　contrary　to．

its　own　purpose，　leads　them　to　a　miserable　death，　reason　suggests　to　them

‘convenient　articles　of　peace’，　i．　e．，　the　laws　of　n’ature．　Though，　on　Hobbes’s

2


