
社
会
事
象
と
し
て
の
多
数
決
に
つ
い
て

池
　
　
田

義
　
祐

一

　
　
　
多
数
決
（
］
≦
a
o
ほ
な
涛
巳
ρ
鼠
①
｝
肖
び
①
帥
宏
①
篤
ω
o
醐
臨
山
信
づ
σ
q
“
勺
誌
ゆ
。
ぢ
①
語
a
o
目
搾
蝕
器
）
と
呼
ば
れ
る
一
の
社
会
事
象
は
、
通
常
、
政
治

　
　
現
象
と
し
て
民
主
主
義
政
治
の
基
礎
形
式
で
あ
り
（
＋
亀
昭
雄
「
多
数
決
の
原
理
」
福
武
薩
そ
の
他
意
・
「
社
会
学
辞
典
」
五
九
九
買
）
、
議
会
主

　
　
義
の
必
然
的
基
礎
で
あ
る
（
薪
明
正
道
「
多
数
決
主
義
」
新
明
正
道
編
・
「
社
会
学
辞
典
」
翅
〇
一
一
頁
）
と
さ
れ
、
多
数
決
の
原
理
は
、
　
一
般
に

　
　
近
代
民
主
主
義
政
治
調
度
を
皮
え
る
基
本
原
則
で
あ
る
と
確
信
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
〃
議
会
濠
端
主
主
義
”
の
理
論
的
な

　
　
ら
び
に
現
実
的
基
盤
と
し
て
重
要
視
さ
れ
、
民
主
主
義
を
標
鰺
す
る
現
代
政
治
家
達
に
よ
っ
て
金
科
玉
条
視
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過

　
　
言
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
純
粋
な
政
治
の
領
域
内
に
か
ぎ
ら
ず
、
そ
れ
は
ま
た
現
代
社
会
に
お
け
る
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
決
定

　
　
や
諸
集
団
の
集
団
意
志
決
定
に
際
し
て
も
は
や
自
明
的
と
も
い
う
べ
き
一
般
的
形
式
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
多
数
決
の

　
　
問
題
を
論
じ
て
そ
の
概
念
の
多
義
性
を
指
摘
し
た
W
・
ケ
ン
ド
ル
（
≦
■
以
魯
翁
F
ざ
ぎ
u
◎
舞
。
鋤
降
魔
酔
Φ
0
8
巳
器
9
ζ
a
雲
門
蔓
殉
凱
ρ

　
　
お
濠
’
隠
噸
漣
塗
し
が
、
多
数
決
の
意
味
に
は
、
国
家
権
力
の
根
拠
づ
け
と
し
て
の
、
す
な
わ
ち
政
治
的
・
法
的
な
意
味
に
お
け
る
多
数
麦

　
　
配
の
原
理
（
鳥
0
9
防
ぎ
①
鼠
筥
a
o
島
町
胃
巴
巳
①
）
お
よ
び
そ
の
現
実
形
態
で
あ
る
政
治
現
象
と
し
て
の
多
数
皮
篭
（
ヨ
ε
o
瓢
受
最
乱
①
）
の
ほ

　
　
か
に
、
よ
り
一
般
的
に
い
か
な
る
社
会
集
団
で
あ
れ
、
と
に
か
く
集
団
一
般
の
次
元
に
お
け
る
集
騒
決
定
（
σ
脅
擁
。
¢
唱
鳥
の
。
戴
○
詳
導
出
録
ロ
σ
脅
）
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6
　
の
ル
ー
ル
で
あ
る
多
数
決
原
理
（
ヨ
a
O
長
績
一
）
巴
ぢ
9
証
①
）
そ
れ
自
体
が
含
ま
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る

　
　
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
る
に
近
時
．
の
わ
が
国
の
議
会
や
世
論
、
社
会
運
動
な
ど
に
見
ら
れ
る
事
態
の
な
か
に
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
多
数
決
の
自
明
性

　
　
・
普
遍
妥
当
性
に
対
し
て
や
や
も
す
れ
ば
疑
問
を
塁
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
も
の
も
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
に
盃
り
、
今
や
そ
れ

　
　
へ
の
各
方
面
よ
り
す
る
根
本
的
省
察
が
必
要
で
あ
る
よ
う
な
時
機
に
到
達
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
が
社
会
学
の
見
地
か
ら
本
図

　
　
論
に
お
い
て
多
数
決
を
と
り
あ
げ
た
華
燭
意
識
も
こ
の
よ
う
な
蒔
機
観
か
ら
発
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
な
論
述
は
さ
け
る

　
　
が
、
例
え
ば
多
数
党
の
横
暴
に
対
す
る
少
数
党
の
物
理
的
反
抗
と
い
っ
た
相
互
作
用
の
悪
循
環
的
反
覆
は
、
か
か
る
何
時
は
て
る
と
も
知

　
　
れ
ぬ
非
民
主
的
な
暴
力
の
連
鎖
反
応
を
介
し
て
形
式
合
理
的
な
多
数
決
主
義
の
横
行
に
よ
る
実
質
合
理
的
な
真
の
多
数
決
原
理
の
否
定
を

　
　
招
来
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
議
会
内
の
多
数
（
政
治
）
と
議
会
外
の
多
数
（
世
論
）
と
の
不
一
致
を
主
張
す

　
　
る
論
理
や
真
正
多
数
と
表
見
多
数
（
擬
制
多
数
）
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
な
ど
は
、
す
べ
て
か
か
る
論
理
や
議
論
の
生
じ
て
く
る
社
会

　
　
現
象
の
存
在
と
、
か
か
る
現
象
の
根
底
に
横
た
わ
る
、
よ
り
根
本
的
な
多
数
決
の
問
題
を
わ
れ
わ
れ
に
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
註
）
　
現
代
社
会
に
お
け
る
多
数
決
原
理
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
日
本
法
哲
学
会
編
の
「
多
数
決
原
理
」
　
（
一
九
六
一
年
度
の
法
哲
学
年
報
・
昭
諏
三

　
十
七
年
四
彊
有
斐
閣
刊
）
に
詳
し
い
。
傍
え
ば
、
岡
欝
の
第
二
論
文
、
和
田
英
夫
教
技
の
「
公
法
に
お
け
る
多
数
決
原
理
」
の
〃
ま
え
が
き
”
と
そ

　
の
註
（
2
）
な
ど
は
、
多
教
決
原
理
を
自
明
の
公
理
と
し
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
議
会
罠
主
制
そ
の
も
の
の
も
つ
問
題
性
を
簡
潔
に
指
摘
し
て
い

　
る
。
（
同
書
の
五
＝
貝
i
五
一
算
畏
）

　
多
数
決
や
多
数
決
原
理
に
つ
い
て
の
従
来
の
研
究
の
多
く
の
も
の
は
法
学
者
、
政
治
学
者
、
法
哲
学
者
な
ど
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
り
、

現
実
の
法
現
象
あ
る
い
は
政
治
現
象
と
し
て
の
多
数
決
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ま
た
は
そ
れ
ら
の
鰯
度
論
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

専
門
分
野
か
ら
す
る
す
ぐ
れ
た
研
究
は
決
し
て
少
な
く
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
十
分
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
よ
り
一
層

深
い
次
元
に
お
け
る
社
会
事
象
と
し
て
の
多
数
決
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
正
面
か
ら
究
質
せ
ん
と
し
た
試
み
は
意
外
に
少
な
い
も
の
の
よ
う



に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
社
会
事
象
と
し
て
の
多
数
決
は
、
先
ず
は
じ
め
に
は
多
数
i
少
数
の
支
配
・
服
従
関
係
と
し
て
把
捉
さ
れ
る
が
、

こ
れ
を
さ
ら
に
つ
き
つ
め
て
い
く
と
、
結
局
社
会
と
個
人
と
の
関
係
の
根
本
に
触
れ
る
難
問
題
に
逢
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
経
過
は
次
に
述
べ
る
と
こ
ろ
が
ら
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

二

　
社
会
と
個
人
と
の
関
係
は
、
も
と
よ
り
社
会
学
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
根
本
聞
題
で
あ
る
。
い
わ
ば
古
く
て
新
し
い
問
題
で
あ
る
。
そ

し
て
筆
者
が
こ
の
小
論
で
と
り
あ
げ
る
G
・
ジ
ン
メ
ル
は
、
多
数
決
の
聞
題
を
こ
の
次
元
に
ま
で
ほ
り
さ
げ
て
、
事
象
の
本
質
に
鋭
く
迫

ら
ん
と
し
た
数
少
な
い
桂
会
学
者
の
～
人
で
あ
る
。

663

（
註
）
　
争
え
ば
鼓
・
P
。
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
（
譲
・
℃
．
閃
効
騨
。
謀
慰
）
の
多
数
決
に
つ
い
て
の
論
議
は
、
多
数
者
の
小
数
者
に
対
す
る
支
配
闘
係
に
ま

　
で
は
及
ん
で
い
る
が
、
縫
会
と
個
人
と
の
本
質
的
な
関
係
に
ま
で
は
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。
（
麟
．
勺
．
閃
蝕
零
幽
界
“
o
鳥
¢
O
一
〇
甑
○
助
舟
図
。
｛
O
o
O
鼠
。
｝
○
α
q
）
・
・

　
δ
鐘
”
ワ
H
G
◎
じ

　
　
R
・
P
・
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
よ
り
、
さ
ら
に
一
歩
深
く
つ
き
す
す
ん
で
多
数
決
の
問
題
を
琶
会
学
的
に
追
究
し
た
社
会
学
者
と
し
て
マ
ッ
キ
イ

　
バ
i
（
肉
■
　
竃
．
　
ζ
⇔
O
剛
く
①
増
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
彼
は
難
燃
決
（
①
崖
露
。
三
岳
9
0
凪
瓜
簿
費
B
｝
添
鉾
δ
⇔
ぴ
団
ヨ
a
o
奪
回
）
を
祉
会
の
集
國
的
統
～
性
の
観
点
か
ら
と
り
上
げ
、
集
団
一
致
（
簑
。
煽
℃

　
餌
σ
q
お
Φ
ヨ
①
導
）
の
四
種
の
基
本
類
型
の
う
ち
の
一
種
と
し
て
い
る
。
彼
の
四
種
の
基
本
類
型
は
、
権
威
（
⇔
虹
昏
。
同
陣
喧
）
・
妥
協
（
o
o
ヨ
鷲
。
田
尻
。
）
・

　
多
数
決
（
①
謬
毒
舌
。
録
凱
。
⇔
）
・
統
合
（
ぎ
8
σ
q
辱
甑
。
嵩
）
に
そ
れ
ぞ
れ
よ
る
集
団
一
致
の
形
式
で
あ
る
が
、
多
数
決
型
は
権
威
型
や
妥
協
型
に
此
し
て
よ

　
り
進
歩
し
た
型
で
あ
る
が
、
統
合
型
に
は
及
ば
な
い
、
い
わ
ば
次
善
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
次
の
如
き
図
式
を
提
寒
し
て
い
る
。

　
　
そ
し
て
彼
に
よ
れ
ば
〃
多
数
決
の
場
合
は
、
い
か
な
る
意
味
で
の
合
意
、
形
式
的
な
合
意
さ
え
も
得
ら
れ
ず
、
多
数
に
よ
る
決
定
が
具
体
的
な
人

　
間
の
頭
数
の
形
で
、
あ
る
い
は
抽
象
的
な
投
票
数
の
形
で
、
そ
の
耀
い
か
な
る
単
位
で
な
き
れ
よ
う
と
も
、
成
員
間
に
存
す
る
差
異
は
頑
強
な
対
立

　
の
ま
ま
で
残
存
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
形
態
の
集
劉
～
致
に
必
要
な
基
礎
は
、
投
票
に
よ
っ
て
決
定
き
れ
る
特
殊
な
争
点
霞
体
の
レ
ベ
ル
の
上
に

　
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
集
散
の
成
員
が
投
票
の
結
果
に
忠
実
に
従
う
と
い
う
積
極
的
な
意
志
の
中
に
横
た
わ
っ
て
い
る
”
の
で
あ
る
。

社
会
事
象
と
し
て
の
多
数
決
に
つ
い
て

一
九
一
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一
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じd
ｶ
同
。
。

℃
目
o
o
ゆ
ω
の

諺
¢
窪
。
甑
信
　
　
　
　
跨
。
諏
鉱
①
ω
8
切
。
Φ
費
鉱
麟
器
Φ
馨
　
　
　
　
男
。
鷹
簿
既
雌
降
効
ゆ
口
覆
置
団

O
o
ヨ
℃
戦
○
ヨ
騨
。

尊
弓
P
¢
欝
①
N
餌
鋤
O
訂

ぎ
8
騎
舜
鶏
。
欝

○
冒
⑦
麟
飛
鳥
縛
巴
6

H
鵠
O
O
降
O
ざ
匂
○
ぞ
O
山
置
O
質
◎
陰
◎
ゆ
ご
降

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

O
O
⇒
O
ご
凱
く
Φ
瓢
凶
ω
O
虹
Q
Q
Q
o
δ
昌

8
目
Φ
動
叶
ヨ
①
μ
撞
◎
｛
圃
出
融
Φ
同
O
⇔
O
Φ
q
陰

ω
o
℃
箕
㊦
ω
ω
の
α
霞
ゲ
Φ
冠
賦
移
Φ
団
鶯
g
o

㎝

頃
。
§
ξ
§
翼
団
　
　
男
①
雛
Φ
鞭
藪
龍
森
郎
一
叶

量
。
書
風
§
疑
…
自
　
　
菊
言
書
雛
言
質
瞭
黎
窺
・
酷
砂

　
　
憲
ご
馨
ぎ
尊
　
　
　
鞭
鋸
臨
磐
翻
購
額
．
認
鉾

こ
の
よ
う
な
多
数
決
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
集
合
一
致
は
、
た
と
え
そ
の
前
提
と
し
て
多
数
そ
の
も
の
に
対
す
る
集
隙
全
員
の
積
極
的
な
承
認
が

あ
る
に
し
て
も
、
成
員
間
（
多
数
対
少
数
）
に
存
す
る
差
異
に
基
づ
く
対
立
が
解
消
し
な
い
か
ぎ
り
、
集
醸
内
の
完
全
な
調
窟
。
一
致
の
表
境
で
は

な
い
。
そ
し
て
彼
は
最
後
に
集
隣
成
員
間
の
完
全
な
一
致
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
統
合
（
二
親
。
α
Q
鎚
識
。
瀞
）
を
、
権
威
や
妥
協
や
多
数
の
難
点
を
克

服
し
う
る
．
鶏
能
無
と
し
て
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
こ
の
「
統
合
」
は
、
い
か
に
し
て
「
多
数
決
」
の
難
点
を
克
服
す
る
の
か
。
彼
に
よ

れ
ば
こ
の
統
合
の
概
念
は
、
倫
理
的
。
理
想
的
な
も
の
と
見
な
す
こ
と
も
、
豪
た
社
会
心
理
学
的
な
過
程
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
前
者
は
直

接
、
集
団
生
沼
の
環
実
と
は
結
び
つ
か
な
い
理
想
的
観
念
的
な
概
念
の
域
を
出
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
社
会
学
的
に
問
題
と
な
る
の
は
従
っ
て

後
者
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
彼
は
こ
こ
で
甚
だ
抽
象
的
で
理
想
的
な
構
想
し
か
提
示
し
て
お
ら
ず
、
現
実
に
多
数
決
の
難
点
を
克
澱
す
る
科

学
的
な
初
盤
決
定
の
方
法
と
し
て
銃
合
を
論
じ
て
は
い
な
い
の
で
れ
る
。
（
七
竃
．
ヨ
帥
悉
く
巽
節
ρ
ぼ
’
℃
簿
α
q
Φ
碧
ω
o
島
舞
ざ
熊
曾
ぎ
貫
。
（
ざ
2
0
蔓

櫛
ロ
鉱
審
置
δ
q
騨
弓
℃
・
鱒
鱒
孚
1
b
Q
卜
σ
O
）

　
要
す
る
に
マ
ッ
キ
イ
バ
ー
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
多
数
決
の
難
点
は
（
権
威
と
妥
協
と
の
他
の
二
つ
の
集
団
決
定
の
型
を
も
含
め
て
）
、
統
合
に
よ

る
〃
真
の
合
意
”
（
葛
鉱
二
鴛
5
則
露
詳
ざ
獣
心
o
o
謬
ω
o
瞬
嵩
霧
）
の
形
で
現
実
に
解
決
さ
れ
る
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
事
実
は
た
だ
か
か
る
統
合
が
可
能

で
あ
る
よ
う
な
集
団
の
状
況
を
抽
象
的
に
述
べ
て
い
る
程
度
に
と
ど
ま
り
、
か
か
る
集
団
の
状
況
が
具
体
的
に
ど
う
あ
る
の
か
、
又
い
か
に
し
て
そ



の
よ
う
な
状
況
に
到
達
で
き
る
の
で
あ
る
か
、
ま
た
さ
ら
に
か
か
る
集
団
状
況
の
丁
で
多
数
決
の
難
点
が
ど
の
よ
う
に
解
決
き
れ
、
士
人
と
集
懸
や

社
会
と
が
調
和
せ
し
め
ら
れ
て
い
く
か
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
分
析
は
糎
ら
な
き
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
説
的
に
云
え
ば
、
彼

の
多
数
決
に
関
す
る
論
考
自
体
が
ジ
ン
メ
ル
ほ
ど
深
く
そ
れ
を
徹
会
と
個
人
の
筆
意
的
な
問
題
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
原
理
的
に
究
明
し
て
い
な
い

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
ジ
ン
メ
ル
は
多
数
決
の
問
題
を
彼
の
社
会
学
の
主
著
「
社
会
学
」
の
第
三
章
「
上
下
関
係
偏
（
¢
ぴ
①
ワ
§
鳥
¢
艮
窪
鼠
昌
§
α
q
）
の

　
　
附
論
と
し
て
論
述
し
て
い
る
。
（
9
G
。
営
欝
鼻
ω
鼠
。
ご
σ
灸
同
0
¢
艮
2
塁
。
7
§
ぴ
q
銀
券
巽
＾
幽
δ
男
。
§
自
辞
戦
く
禽
α
q
翁
亀
の
畠
簿
§
購
b
。
》
亀
●

　
　
お
器
・
。
．
穿
ざ
房
ま
興
篇
目
Φ
d
冨
韓
ぎ
ヨ
¢
農
．
．
’
ω
ω
・
H
心
卜
。
一
嵐
刈
）
そ
も
そ
も
こ
の
画
論
は
、
彼
の
三
種
の
支
配
類
型
の
う
ち
の
第
二
の
集

　
　
隅
麦
笛
（
α
び
①
8
鼠
⇒
§
α
q
＜
§
①
猷
費
の
毎
竈
2
）
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
集
団
支
配
原
理
の
一
の
特
殊
な
形
態
と

　
　
し
て
の
多
数
決
の
原
理
、
す
な
わ
ち
多
数
者
の
少
数
者
に
対
す
る
支
配
（
逆
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
形
態
を
と
る
）
の
原
理
が
こ
こ
で
と
り
あ

　
　
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ジ
ン
メ
ル
は
多
数
決
を
単
に
集
団
支
配
の
～
特
殊
形
態
と
し
て
、
つ
ま
り
支
配
社
会
学
（
特
に
支

　
　
無
関
係
理
論
）
の
立
場
か
ら
の
み
究
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
支
配
関
係
以
前
の
、
よ
り
根
本
的
な
立
場
で
あ

　
　
る
社
会
形
成
（
α
q
o
・
。
亀
ω
畠
鉱
象
畠
Φ
閃
。
壇
露
霧
㈹
o
聴
く
禽
σ
q
霧
①
駅
。
豊
津
毒
α
q
）
の
理
論
、
す
な
わ
ち
社
会
と
個
人
と
の
根
発
的
な
関
係
か

　
　
ら
も
、
そ
れ
は
考
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
社
会
の
形
成
・
統
一
は
も
ち
ろ
ん
、
社
会
内
の
あ
ら
ゆ
る
集
団
の
維
持

　
　
存
続
を
不
確
実
不
安
定
な
ら
し
め
る
も
の
は
、
社
会
あ
る
い
は
集
団
を
構
成
し
て
い
る
成
員
が
構
成
員
で
あ
る
と
同
等
に
ま
た
他
方
そ
れ

　
　
自
身
完
結
的
・
閉
鎖
的
・
自
立
的
な
統
一
体
と
し
て
の
黒
人
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
、
永
久
に
交
わ
る
こ
と
の
な
い
平
行
線
に
も
比
す
べ
き

　
　
性
格
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
成
員
で
あ
る
欄
人
が
、
つ
ま
り
鮭
会
又
は
集
団
の
割
愛
単
位
で
あ
る
個
人
が
、
本
来
相
互
に

　
　
異
質
な
独
自
の
良
性
・
人
格
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
故
に
彼
等
の
問
に
は
い
か
な
る
鰻
筒
に
も
完
全
な
一
致
は
求
め
ら
れ
ず
、
常
に
対
立
・

　
　
抗
争
・
緊
張
の
契
機
を
は
ら
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
と
個
人
と
の
永
遠
に
充
た
す
こ
と
の
で
き
な
い
間
隙
を

　
　
調
整
し
、
社
会
あ
る
い
は
集
団
の
形
成
を
可
能
な
ら
し
め
る
最
も
重
要
な
機
能
を
果
す
も
の
が
多
数
決
と
い
う
一
の
社
会
事
象
で
あ
る
。

656　
　
　
　
　
　
社
会
事
象
と
し
て
の
多
数
決
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
三
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哲
学
研
究
　
第
五
蒼
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四

絶
対
的
な
存
在
者
で
あ
る
個
人
を
相
対
的
な
存
在
者
と
し
て
の
成
員
と
し
て
社
会
も
し
く
は
集
解
の
な
か
に
組
み
入
れ
、
社
会
も
し
く
は

集
団
の
統
一
性
を
実
現
し
て
い
く
～
つ
の
必
然
的
な
媒
介
原
理
と
し
て
、
多
数
決
の
原
理
は
縦
な
る
社
会
的
意
味
を
有
し
て
い
る
。
多
数

決
は
そ
の
外
見
的
な
単
純
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
成
員
間
の
対
立
抗
争
が
遂
に
は
一
様
で
斉
一
的
な
結
果
に
変
化
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
の

最
も
顕
著
な
手
段
の
一
で
あ
り
、
殊
に
個
性
の
伸
張
発
達
が
大
で
あ
り
従
っ
て
成
員
の
間
の
異
質
性
の
増
大
と
、
か
く
し
て
ま
た
成
員
の

間
の
被
物
抗
争
緊
張
の
可
能
性
の
増
大
と
の
い
ち
じ
る
し
く
な
っ
た
近
代
被
会
に
お
い
て
は
多
数
決
が
自
墾
の
原
理
と
し
て
～
般
に
う
け

い
れ
ら
れ
、
そ
れ
の
も
つ
意
味
が
霊
鳥
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
も
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
云
え
よ
う
。
逆
に
い
え
ば
近
代
社
会
及
び

近
代
祉
会
に
お
け
る
論
集
騒
の
も
つ
集
団
的
統
一
性
は
、
多
数
決
の
原
理
が
も
し
否
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
根
本
的
に
崩
壊
す
る
危
険
に
さ

ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
多
数
決
の
原
理
は
、
ジ
ン
メ
ル
に
よ
っ
て
、
第
一
に
集
団
麦
配
の
㌘
特
殊
形
態
と
い
う
形
で
捉
え
ら
れ
、
第
三
に
よ
り
深

い
社
会
学
的
観
点
か
ら
個
人
を
し
て
社
会
及
び
集
団
の
成
員
た
ら
し
め
、
社
会
形
成
を
実
現
す
る
一
個
の
強
力
な
媒
介
原
理
と
し
て
重
要

な
社
会
的
機
能
を
有
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
ら
ば
そ
れ
は
何
故
、
集
圃
麦
配
の
一
変
型
と
し
て
多
数
麦
配
の
原
理
た
り

得
、
さ
ら
に
よ
り
根
本
的
に
社
会
形
成
の
原
理
（
社
会
と
価
人
と
の
媒
介
原
理
と
し
て
）
た
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
多
数
決
原

理
の
こ
の
二
点
に
対
す
る
妥
当
根
拠
は
、
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
先
ず
第
一
の
多
数
麦
配
の
原
理
と
し
て
の
多
数
決
の
妥
嘉
根
拠
に
つ
い
て
は
、
彼
は
次
の
如
く
考
え
る
。
少
数
者
が
多
数
老
に
服
従
す

る
の
は
、
多
数
巻
が
少
数
者
よ
り
も
強
力
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
力
関
係
か
ら
す
る
事
実
に
よ
る
。
投
票
す
る
個
々
人
は
平
等
で
あ

り
、
彼
等
の
問
の
力
関
係
は
原
則
的
に
均
衡
を
保
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
平
等
で
あ
り
均
衡
を
保

つ
ほ
ど
に
等
質
的
、
等
量
的
で
あ
る
が
故
に
、
多
数
者
が
ど
の
よ
う
な
形
で
決
め
ら
れ
確
定
さ
れ
よ
う
と
も
、
多
数
者
は
た
だ
多
数
と
い

う
こ
と
だ
け
で
、
少
数
者
を
支
配
し
強
制
し
う
る
物
理
的
勢
力
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
多
数
決
が
経
験
的
所
産
と
し

て
社
会
に
存
在
し
麦
配
の
一
特
殊
形
態
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
最
大
の
理
由
は
、
勢
力
の
直
接
酌
暴
力
的
な
衝
突
を
さ
け
、
投
票
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数
や
頭
数
を
数
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
争
い
の
結
果
生
ず
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
事
態
を
あ
ら
か
じ
め
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点

に
存
す
る
。
そ
れ
故
、
少
数
巻
は
彼
等
の
現
実
的
、
顕
在
的
な
抵
抗
が
役
に
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
確
信
し
て
多
数
の
決
定

に
従
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
多
数
決
の
原
理
が
、
い
わ
ゆ
る
“
力
の
支
配
の
原
理
”
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

か
く
し
て
投
禦
は
抽
象
的
な
シ
ン
ボ
ル
の
形
で
（
多
数
票
対
少
数
票
が
何
票
誰
何
票
と
い
う
形
で
）
具
体
的
な
闘
争
の
結
果
を
予
示
し
、

シ
ン
ボ
ル
は
常
に
事
実
上
の
力
関
係
を
代
表
し
、
こ
の
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
関
係
が
少
数
者
に
課
す
る
と
こ
ろ
の
服
従
の
強

制
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
G
。
ジ
ン
メ
ル
の
右
の
如
き
妥
当
根
拠
、
す
な
わ
ち
〃
力
の
支
配
”
と
い
う
形
で
の
多
数
決
原
理
の
妥
当
根
拠
に
対
し
て
は
、
次
の
二

点
が
間
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
、
票
決
が
具
体
的
な
闘
争
の
結
果
を
予
示
し
事
実
上
の
力
関
係
に
代
替
し
う
る
た
め
に
は
、
多
数
と
少
数
と
の
数
の
上
の
差
が
籾
当

　
　
大
き
く
て
少
数
者
が
抵
抗
を
無
益
と
し
て
諦
め
る
ほ
ど
に
差
が
開
い
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
両
者
の
差
が
僅

　
　
少
で
あ
れ
ば
、
少
数
者
は
多
数
者
に
対
し
て
た
だ
こ
の
妥
嶺
根
拠
か
ら
だ
け
で
は
、
到
底
服
従
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
妥
豪
根
拠
は
．
決
し
て
無
条
件
的
に
一
義
的
な
妥
幽
根
拠
と
は
な
ら
ず
、
大
多
数
対
小
少
数
の
場
合
に
の
み
、

　
　
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
二
、
票
決
に
参
加
す
る
各
個
人
の
力
に
著
し
い
差
異
が
あ
る
場
合
、
た
だ
単
純
に
数
の
上
で
多
数
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
直
ち
に
少

　
　
尋
者
よ
り
も
強
力
で
あ
る
と
い
う
保
障
は
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
第
二
の
問
題
で
は
、
第
一
の
問
題
の
場
合
の
如

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
き
量
の
差
異
よ
り
も
、
質
の
差
異
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
聞
題
が
生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
個
人
の
な
か
に

　
　
一
騎
当
千
の
如
き
着
が
い
る
と
す
る
。
彼
の
一
票
が
単
に
一
票
と
し
て
の
み
数
え
ら
れ
、
　
一
票
以
上
と
し
て
評
価
さ
れ
な
い
の
は
何

　
　
故
で
あ
る
か
。
ま
た
彼
は
一
人
で
千
票
を
投
票
で
き
な
い
の
は
何
故
か
。
そ
の
理
由
は
、
単
に
多
数
が
必
ず
力
に
お
い
て
優
越
し
少

　
　
数
を
麦
配
し
う
る
と
い
う
意
味
で
の
〃
力
の
支
配
の
原
理
”
か
ら
導
き
出
さ
れ
な
い
。
か
く
し
て
単
な
る
多
数
が
有
力
で
あ
る
と
す

　
　
　
　
社
会
事
象
と
し
て
の
多
数
決
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
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折
口
脚
字
研
究
　
　
第
五
列
尋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六

　
　
る
力
関
係
を
多
数
決
原
理
の
妥
当
根
拠
と
冤
な
す
こ
と
は
、
一
般
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
た
だ
、
票
決
に
参
加
す
る
全

　
　
個
人
が
何
ら
か
の
意
味
で
粗
互
に
大
な
る
質
的
な
差
異
を
有
し
て
い
な
い
、
等
質
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
条
件
の
下
に
お
い
て
の

　
　
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
観
入
が
他
の
い
ず
れ
の
個
人
と
も
常
に
自
由
に
代
替
し
え
ら
れ
る
よ
う
な
等
質
性
を
有
し
て
い
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
多
数
決
を
多
数
の
少
数
に
対
す
る
聞
接
的
な
力
の
手
配
（
芽
接
に
頭
を
叩
き
割
る
よ
り
も
頭
数
を
勘
定
す
る
方
が
能
率
的
で
あ
る
）
と

す
る
考
え
方
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
麦
配
に
多
数
決
原
理
の
妥
轟
根
拠
を
求
め
る
見
解
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
右
の
よ
う
な
二
つ
の
素

朴
で
は
あ
る
が
、
解
決
園
楽
な
問
題
に
逢
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
多
数
決
原
理
が
姻
入
薄
飼
人
の
麦
配
関
係
（
多
数
の
個
人

の
少
数
の
偲
人
に
対
す
る
支
配
）
次
元
で
は
、
そ
の
妥
当
根
拠
を
年
魚
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
G
・
ジ
ン
メ
ル
は
、

第
二
の
祉
会
形
成
の
原
理
と
し
て
の
多
数
決
の
妥
嶺
根
拠
へ
と
分
析
を
よ
り
深
め
て
行
く
の
で
あ
る
。
社
会
対
個
人
の
社
会
形
成
の
側
面

か
ら
多
数
決
の
原
理
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
〃
多
数
決
の
よ
り
深
い
根
拠
”
（
賦
無
①
諾
ヒ
づ
Φ
σ
q
愚
民
§
α
q
富
麗
d
び
Φ
簗
ぎ
ヨ
8
α
q
）

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
社
会
の
形
成
す
な
わ
ち
縫
会
の
集
國
的
統
一
と
そ
の
統
一
的
な
存
続
は
、

そ
の
成
員
た
る
億
々
入
に
共
通
に
も
た
れ
て
い
る
社
会
を
形
成
せ
ん
と
す
る
〃
集
麟
意
志
”
（
○
毎
℃
℃
①
ロ
≦
配
①
）
に
根
本
的
に
依
存
し
て

い
る
。
も
し
か
か
る
意
志
が
な
い
な
ら
ば
、
本
来
完
結
的
で
あ
り
閉
鎖
的
で
あ
る
個
人
が
集
合
し
て
社
会
や
集
団
を
形
成
す
る
こ
と
は
、

あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
少
数
岩
が
多
数
決
に
服
従
す
る
の
は
、
彼
等
が
決
し
て
多
数
者
に
服
従
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
多

数
決
が
実
は
こ
の
集
國
意
志
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
多
数
巻
も
ま
た
、
脅
己
の
決
定
に
従
う
の
で
は
な
く
、
少
数
者

と
同
様
に
集
隅
意
志
に
服
従
す
る
の
で
あ
る
。
多
数
の
声
は
、
決
し
て
単
な
る
多
数
里
人
の
総
和
と
し
て
の
多
数
者
の
声
で
は
な
い
。
多

数
の
声
と
な
っ
て
自
己
自
身
を
顕
現
す
る
に
至
っ
た
集
団
意
志
そ
の
も
の
で
あ
る
。
集
団
意
志
（
そ
れ
は
決
し
て
個
人
を
離
れ
て
存
在
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
実
体
的
な
意
志
で
は
な
い
が
、
す
べ
て
の
人
に
共
通
に
抱
か
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
超
燗
人
的
意
志
と
云
え
る
）
は
、
社
会
を
構
成

し
て
い
る
諸
歌
人
の
間
の
い
か
な
る
紺
立
や
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
独
自
の
形
で
存
在
し
、
社
会
が
存
続
す
る
か
ぎ
り
、
個
々
の
成
員
の



時
間
的
交
替
に
か
か
わ
り
な
く
存
在
し
つ
づ
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
社
会
の
成
員
の
間
に
あ
る
争
点
を
め
ぐ
っ
て
意
見
の
対

立
が
生
じ
争
い
が
起
り
解
決
が
迫
ら
れ
た
場
合
に
、
こ
の
集
団
意
志
は
本
来
、
常
に
多
数
の
側
に
自
己
を
顕
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
集
國
意
志
は
社
会
の
成
員
個
々
人
に
共
通
の
意
志
で
あ
り
、
こ
の
集
団
意
志
の
共
通
性
は
何
時
も
少
数
者
を
通
し
て
よ
り
も
、
多

数
潜
を
介
し
て
自
己
を
顕
現
す
る
可
能
性
が
大
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
多
数
決
原
理
の
第
二
の
よ
り
深
い
妥
当
根

拠
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
少
数
者
が
多
数
決
に
従
う
の
は
、
多
数
の
声
を
通
し
て
自
己
に
与
え
ら
れ
た
集
団
意
志
の
命
令
に
従

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
等
が
社
会
に
の
み
服
従
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ま
た
多
数
者
に
と
っ
て
も

立
様
で
あ
る
。
少
数
者
と
難
も
、
彼
等
が
あ
る
一
定
の
社
会
の
少
数
成
員
と
し
て
そ
の
社
会
に
所
属
し
て
い
る
以
上
、
社
会
の
形
成
に
不

可
欠
な
、
そ
の
社
会
の
集
団
意
志
に
服
す
る
こ
と
は
、
な
ん
ら
異
と
す
る
に
足
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
G
・
ジ
ン
メ
ル
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
麿
の
第
二
の
妥
当
根
拠
は
、
第
一
の
妥
当
根
拠
で
あ
る
力
の
支
配
に
対
し
て
、
よ
り
高
次
の
社

会
の
集
団
意
志
と
い
う
形
で
の
多
…
数
決
原
理
を
是
認
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
濡
し
て
も
次
の
一
一
点
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
一
、
あ
る
意
見
が
、
た
だ
そ
の
麦
持
者
の
数
が
飽
の
意
見
の
麦
持
者
の
数
よ
り
も
多
数
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
、
そ
れ
が
集

669

団
意
志
の
顕
現
で
あ
る
と
い
う
推
定
は
、
科
学
的
次
元
に
お
い
て
は
全
く
証
明
で
き
ぬ
ド
グ
マ
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
多
数
が

多
数
と
い
う
こ
と
の
故
に
、
何
故
集
団
意
志
を
代
表
し
、
人
々
が
社
会
の
成
員
と
し
て
そ
れ
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
集
団

意
志
と
無
条
件
的
に
結
び
つ
き
う
る
の
で
あ
る
か
。
こ
の
点
は
G
・
ジ
ン
メ
ル
も
認
め
て
い
る
如
く
、
多
数
決
原
理
の
決
定
的
な
難

点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
多
数
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
る
社
会
そ
の
も
の
、
多
数
意
見
に
よ
っ
て
自
己
を
顕
現
す
る
集
獺
意

志
は
、
決
し
て
人
問
の
生
の
全
領
域
を
包
括
す
る
如
き
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
生
の
一
部
の
領
域
（
最
大
限
度
に
お
い
て
個
人

の
他
我
の
了
解
の
可
能
で
あ
る
範
囲
）
に
し
か
対
応
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
一
定
の
限
界
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
云
う
条
件
付
き
で
、
は
じ
め
て
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
社
会
事
象
と
し
て
の
多
数
決
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
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二
、
多
数
決
原
理
の
妥
当
根
拠
を
集
団
意
志
に
求
め
る
場
舎
、
さ
ら
に
次
の
如
き
難
点
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
此
の
場
含
、

　
　
少
数
者
は
た
だ
単
に
、
彼
等
の
確
信
や
意
見
が
彼
等
に
反
対
す
る
多
数
勢
力
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
無
効
に
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、

　
　
つ
ま
り
そ
う
し
た
消
極
的
な
意
味
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
彼
等
が
た
と
え
少
数
者
で
あ
っ
て
も
社
会
ま
た
は
集
団
の
成
員
と
し

　
　
て
集
醐
意
志
に
従
う
以
上
、
彼
等
の
声
言
の
意
志
や
確
信
に
反
し
て
決
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
積
極
的
に
参
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
少
数
者
が
自
己
の
意
志
に
反
し
て
決
定
さ
れ
た
事
項
に
対
し
て
、
個
人
と
し
て
は
反
対
し
な
が
ら
も
嶽

　
　
会
や
集
団
の
成
員
と
し
て
は
多
数
者
と
全
く
岡
じ
程
度
に
共
同
の
支
持
者
と
な
っ
て
、
決
定
事
項
に
領
す
る
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら

　
　
な
い
と
い
う
悲
劇
的
な
二
元
論
的
対
立
を
生
む
。
そ
し
て
そ
れ
は
経
験
的
に
は
長
々
調
和
せ
し
め
ら
れ
る
が
、
原
理
的
に
は
到
底
和

　
　
解
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
（
環
嶺
く
Φ
村
ω
α
ぽ
鵠
一
一
〇
7
）
難
問
で
あ
る
。

　
多
数
決
原
理
に
つ
い
て
特
に
そ
の
妥
当
根
拠
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
G
・
ジ
ン
メ
ル
の
所
説
の
要
約
は
、
ほ
ぼ
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
究
極
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
多
数
決
の
原
理
は
支
配
の
観
点
か
ら
も
、
更
に
一
歩
つ
き
す
す
ん
で
社
会
形
成
の
観
点
か

ら
こ
れ
を
考
察
し
て
も
、
決
し
て
一
義
的
・
絶
対
的
な
妥
当
根
拠
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
極
め
て
平
凡
な
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
を
裏
返
し
て
云
え
ば
、
し
ば
し
ば
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
多
数
決
原
理
が
右
記
主
義
に
立
脚
し
て
お
り
、
そ
れ
が
一
定
の
社
会
的
条

件
乃
至
制
約
の
下
に
お
い
て
の
み
相
対
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
の
適
用
に
は
、
常
に
必
ず
一
定
の
本
来
的
な
限
界
が

設
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
例
え
ば
頃
■
囚
ゆ
『
ゆ
P
＜
◎
ヨ
名
。
ω
窪
¢
β
傷
≦
o
詳
寒
露
○
Φ
ヨ
○
騨
ρ
。
け
箆
N
諺
鳳
即
お
N
ゆ
’

参
照
）
か
く
考
え
て
く
る
と
、
多
数
決
原
理
の
妥
当
根
拠
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
や
が
て
そ
れ
の
も
つ
限
界
性
を
め
ぐ
る
闘
題
へ
と
必
然

的
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
。

三

多
数
決
原
理
の
限
界
性
を
め
ぐ
る
問
題
を
、
本
稿
で
は
一
応
次
の
二
種
の
主
要
な
も
の
に
か
ぎ
っ
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
ぞ



　
　
れ
に
つ
い
て
の
概
括
的
な
一
般
論
を
展
開
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
一
、
多
数
決
原
理
の
適
胴
さ
れ
る
社
会
的
範
囲
の
限
界
性
を
め
ぐ
る
問
題

　
　
　
二
、
多
数
決
原
理
に
よ
る
決
定
事
項
内
容
の
限
界
性
を
め
ぐ
る
聞
題

　
　
　
そ
こ
で
先
ず
第
一
の
闇
題
か
ら
述
べ
る
。
多
数
決
原
理
が
適
用
さ
れ
る
社
会
的
範
闘
に
は
流
動
的
で
は
あ
る
が
常
に
一
定
の
限
界
が
存

　
　
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
限
界
が
抽
象
的
に
は
人
々
の
間
で
彼
等
の
意
志
の
疎
通
し
う
る
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
に
は

　
　
交
化
及
び
国
語
を
共
同
に
す
る
相
対
的
に
同
種
の
社
会
の
零
露
を
限
度
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
ケ
ル
ゼ
ン
の
見
解
は
、
こ
の
第
一
の

　
　
問
題
に
諭
し
て
一
応
の
解
答
を
与
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
ヶ
ル
ゼ
ン
、
前
掲
審
）
。
す
な
わ
ち
多
数
決
の
原
理
は
、
前
述
の
附
く
、
投
票

　
　
す
る
（
正
確
に
は
投
票
し
う
る
）
個
々
人
は
少
な
く
と
も
事
、
投
票
に
関
す
る
か
ぎ
り
全
く
平
等
で
あ
り
対
等
で
あ
る
と
い
う
原
則
に
基
づ

　
　
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
藷
．
凡
め
に
は
彼
等
が
既
に
共
通
の
社
会
的
文
化
圏
に
所
属
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
何
よ
り
も
前
提
と
し
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
多
数
決
の
原
理
は
、
各
個
人
が
相
互
に
自
由
に
他
と
代
替
で
き
う
る
よ
う
な
、
一
発
っ
て
他

　
　
と
代
置
し
え
ら
れ
る
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
関
係
は
彼
等
の
存
在
が
こ
の
よ
う
な
等
量
化
を
可
能
に
す
る
よ
う
な

　
　
同
質
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
現
わ
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
既
に
彼
等
の
問
に
思
…
惟
・
現
勢
∵
意
欲
の
総
じ
て
は
人
間
の
社
会
的

　
　
存
在
と
し
て
の
基
本
的
な
共
通
性
が
存
在
し
て
い
る
状
態
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
多
数
決
原
理
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
一
定
の
人
々
の
間
に
存
在
す
る
か
か
る
客
観
的
な
共
通
性
の
事
実
を
彼
等
が
意
識
し

　
　
認
知
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
た
と
え
事
実
と
し
て
の
共
通
性
が
客
観
的
に
存
在
し
て
い
て
も
、
こ
の
事
実
に
洗
脳
が

　
　
気
付
か
な
い
か
ぎ
り
、
彼
等
の
間
で
各
人
が
相
互
に
平
等
な
立
場
を
認
め
合
う
と
い
う
態
度
は
生
じ
て
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

　
　
に
多
数
決
原
理
が
適
用
さ
れ
う
る
範
囲
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
妥
当
し
う
る
範
娚
は
、
そ
の
範
囲
内
の
す
べ
て
の
個
人
が
生
の
主
要
な
諸
領

　
　
域
に
お
い
て
（
最
小
限
度
で
は
た
だ
一
つ
の
領
域
か
ら
、
最
大
限
度
で
は
生
の
殆
ん
ど
の
領
域
に
至
る
煽
を
含
ん
で
）
客
観
的
に
相
当
程

　
　
度
の
共
通
性
を
分
有
し
、
且
つ
主
観
的
に
こ
の
共
通
性
を
意
識
し
認
知
し
て
い
る
よ
う
な
社
会
又
は
集
団
に
限
定
さ
れ
る
。
こ
の
範
囲
を

716　
　
　
　
　
　
社
会
事
象
と
し
て
の
多
数
決
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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6
　
こ
え
、
こ
の
限
界
を
無
視
し
て
未
だ
十
分
に
客
観
的
な
共
通
性
の
事
実
と
主
観
的
な
自
覚
が
成
熟
し
て
い
な
い
よ
う
な
社
会
的
状
況
、
又

　
　
は
集
団
的
状
況
の
下
に
お
い
て
、
多
数
決
の
原
理
が
社
会
や
集
団
の
意
志
決
定
に
適
用
さ
れ
る
な
ら
ば
（
こ
の
場
合
は
強
行
さ
れ
る
こ
と

　
　
に
な
る
が
）
、
そ
の
結
果
は
、
多
数
決
に
よ
る
決
定
が
も
は
や
社
会
ま
た
は
集
団
の
真
の
意
志
決
定
と
は
な
ら
ず
、
そ
れ
の
成
立
に
何
ら

　
　
貢
献
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
反
っ
て
意
志
決
定
を
阻
害
し
そ
れ
を
無
効
に
す
る
よ
う
な
分
裂
を
ひ
き
お
こ
し
、
多
数
と
少
数
と
が
潜
在
的
に

　
　
網
互
に
離
反
し
合
い
闘
争
す
る
と
い
っ
た
状
態
を
生
起
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
多
数
決
原
理
の
妥
当
す
る
社
会
的
範
囲
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
な
ど
の
指
摘
し
て
い
る
如
く
、
人
々
の
間
に
彼

　
　
等
を
同
質
的
な
挫
会
的
存
在
た
ら
し
め
て
い
る
文
化
の
共
通
性
の
事
実
と
意
識
と
が
決
定
因
素
で
あ
る
と
一
般
に
論
ぜ
ら
れ
て
き
て
い
る
。

　
　
そ
し
て
そ
れ
は
そ
れ
で
十
分
に
正
し
い
一
般
論
で
あ
る
が
、
そ
の
上
で
な
お
一
、
二
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。

　
　
　
丈
化
の
共
通
性
は
社
会
の
開
放
化
・
近
代
化
の
進
展
と
と
も
に
よ
り
広
い
社
会
の
範
囲
に
及
ん
で
、
今
や
民
族
社
会
や
国
民
社
会
の
領

　
　
域
を
超
え
て
骨
細
社
会
に
ま
で
拡
大
せ
ん
と
す
る
勢
い
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
随
伴
し
て
、
多
数
決
原
理
の
適
用
さ
れ
る
社
会
的
範
囲

　
　
も
急
速
に
拡
大
し
、
現
実
に
は
国
際
連
合
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
、
つ
ま
り
全
世
界
的
な
範
囲
に
ま
で
及
び
つ
つ
あ
る
（
一
又
正
雄
「
国
際
社
会

　
　
に
お
け
る
多
数
決
」
β
本
法
哲
学
会
編
「
多
数
決
原
理
」
墨
取
の
諭
文
参
照
）
。
か
く
し
て
多
数
決
の
原
理
は
、
実
際
に
そ
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は

　
　
い
く
ら
か
の
条
件
や
限
定
が
附
せ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
と
に
か
く
原
則
的
。
原
理
的
に
は
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
範
囲
は
世
界
裁
会
に
ま

　
　
で
拡
大
さ
れ
る
に
至
り
、
も
は
や
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
具
体
的
に
敏
会
的
地
域
の
限
界
を
論
議
す
る
こ
と
は
、
　
一
般
論
と
し
て
は
無

　
　
用
で
あ
る
か
の
如
く
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
世
界
社
会
を
そ
の
妥
蜜
範
囲
と
し
て
包
括
す
る
に
早
っ
た
多
数
決
の
原
理
は
、
事
実
上

　
　
そ
の
範
臨
は
無
限
界
で
あ
る
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
　
　
け
れ
ど
も
聞
題
は
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
共
通
性
の
内
容
に
か
か
わ
っ
て
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
紙
数
の
都
合
上
、
要
約
し
て
云
え

　
　
ば
、
現
代
社
会
に
お
け
る
文
化
の
共
通
性
は
、
人
々
の
閥
の
形
式
的
外
面
的
な
劃
一
性
を
中
心
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
所
謂
“
形
式
合
理

　
　
的
”
な
性
質
の
極
め
て
強
い
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
そ
れ
は
外
部
か
ら
強
い
ら
れ
た
共
通
性
で
あ
り
、
人
々
の
間
に
真
に
内
面
的
な
意



志
疎
通
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
も
の
と
は
、
凡
そ
程
遠
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
入
々
の
間
に
真
に
内
面
的
な
意
志
の
疎
通
を
可
能
に
す

る
共
通
性
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
具
体
的
個
別
的
な
他
我
の
領
解
把
捉
を
基
礎
と
す
る
共
同
体
的
等
質
性
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

現
代
社
会
の
大
衆
・
社
会
的
状
況
の
下
に
お
い
て
は
、
か
か
る
共
通
性
は
、
国
際
社
会
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
勿
論
…
、
圏
内
社
会
の
諸
次
元

に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
容
易
に
馬
頭
し
が
た
い
し
、
又
ま
す
ま
す
見
出
し
難
く
な
る
傾
向
す
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
社
会
的
状
勢
は
，
実
質
合
理
的
な
多
数
決
原
理
の
適
用
範
囲
を
益
々
狭
め
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
形
式
合
理
的
な
多
数
決

原
理
の
「
濫
用
」
が
無
制
限
に
そ
の
適
用
範
囲
を
広
め
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
形
式
さ
え
と
と
の
え
れ
ば
、
或
い
は
と
と
の
え
た

と
い
う
こ
と
が
強
弁
で
き
さ
え
す
れ
ば
、
頭
数
を
忠
実
に
数
え
る
こ
と
さ
え
も
無
視
し
忘
れ
る
よ
う
な
超
形
式
夏
毛
的
な
多
…
数
決
原
理
の

運
胴
が
、
今
日
の
議
会
な
ど
に
冤
ら
れ
は
し
な
い
か
。
形
式
合
理
的
な
多
数
決
原
理
を
本
来
の
実
質
合
理
的
な
多
数
決
原
理
に
引
き
戻
す

に
は
、
い
か
な
る
具
体
的
方
法
が
必
要
な
の
で
あ
る
か
。
こ
の
点
に
社
会
学
が
貢
献
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
い
か
な
る
現
実
的
な
ア

プ
ロ
…
チ
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
か
。
こ
れ
が
多
数
決
原
理
の
適
用
さ
れ
る
社
会
的
範
囲
の
限
界
性
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
次
に
多
数
決
原
理
に
よ
る
決
定
事
項
内
容
の
限
界
性
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
第
一
の
適
用
範
囲
の
限
界
性
の
場
合
と
同
様
に
概
括

　
　
的
な
考
察
を
試
み
て
み
よ
う
。
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
事
項
の
内
容
自
体
は
、
勿
論
時
代
に
よ
り
社
会
に
よ
り
、
あ
る
い
は
集

　
　
薗
や
社
会
が
直
面
し
て
い
る
閥
題
に
よ
っ
て
種
々
様
々
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
を
具
体
的
な
事
実
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
の
形

　
　
で
一
括
し
て
理
論
的
に
整
序
す
る
こ
と
は
、
全
く
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
別
の
角
度
か
ら
決
定
を
迫
ら

　
　
れ
て
い
る
事
項
の
内
容
を
系
列
化
し
組
織
化
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
相
対
的
な
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
集
団
も
し

　
　
く
は
社
会
の
全
成
員
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
大
多
数
の
成
員
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
内
容
を
有
し
て
い
る
恵
愛
か
ら
、
漸
次
そ

　
　
の
重
要
性
が
減
退
し
て
い
っ
て
、
比
較
的
軽
微
な
意
味
し
か
有
っ
て
い
な
い
よ
う
な
些
細
な
事
柄
に
い
た
る
ま
で
重
要
性
の
軽
重
の
種
々

736　
　
　
　
　
　
筏
会
事
象
と
し
て
の
多
数
決
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一
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二
〇
工

746　
　
な
る
段
階
が
存
在
し
て
お
り
、
各
段
階
が
一
の
連
続
体
（
O
O
質
¢
賢
ζ
駕
ヨ
）
を
構
成
し
て
い
る
と
見
倣
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

　
　
こ
の
連
続
体
の
一
方
の
極
に
は
、
例
え
ば
長
期
に
わ
た
る
骨
身
を
け
ず
る
よ
う
な
ス
ト
ラ
イ
キ
を
続
行
し
て
き
た
労
働
組
合
が
、
今
や
中

　
　
労
委
の
斡
旋
案
を
呑
む
か
否
か
と
い
っ
た
緊
迫
し
た
情
況
に
あ
る
時
、
諾
否
の
決
定
権
を
も
つ
組
合
執
行
委
員
会
の
議
題
は
全
組
合
員
に

　
　
と
っ
て
甚
だ
重
要
な
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
如
く
、
そ
の
決
定
が
集
団
又
は
社
会
成
員
の
生
活
の
根
本
に
ふ
れ
る
よ
う
な
重
大
な
問

　
　
題
が
あ
る
。
そ
し
て
他
方
の
極
に
は
、
例
え
ば
気
の
合
っ
た
友
人
同
士
が
彼
等
の
本
務
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
週
末
や
休
臼
を
利
用
し
て

　
　
行
な
う
慰
安
の
小
旅
行
に
つ
い
て
そ
の
行
先
や
方
法
を
ど
う
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
ら
が
多
数
決
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に

　
　
決
定
さ
れ
よ
う
と
も
、
一
般
に
彼
等
に
と
っ
て
大
し
た
意
味
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
そ
の
決
定
が
成
員
の
生
活
全
体
か

　
　
ら
み
て
明
ら
か
に
そ
の
末
端
を
形
成
す
る
一
小
部
分
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
、
い
わ
ば
と
る
に
足
ら
ぬ
小
事
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

　
　
こ
の
両
極
の
中
問
に
、
種
々
そ
の
重
要
度
を
異
に
す
る
決
定
事
項
が
存
在
す
る
。

　
　
　
し
か
ら
ば
多
数
決
に
よ
る
決
定
事
項
は
、
か
か
る
連
続
体
の
一
方
の
極
で
あ
る
壌
末
な
事
項
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
特
に
濯
わ
な
い
と
し

　
　
て
も
（
も
と
よ
り
決
定
さ
れ
る
事
項
そ
の
も
の
が
い
か
に
墳
末
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
あ
る
一
定
の
人
々
の
間
で
票
決
の

　
　
対
象
と
な
る
以
上
、
た
と
え
そ
の
結
果
が
全
員
～
致
に
な
ろ
う
と
も
、
屡
々
そ
れ
は
人
々
に
よ
っ
て
主
観
的
に
且
つ
一
三
的
に
は
塁
上
に
重

　
　
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
又
、
当
該
事
項
の
背
後
に
客
観
的
且
つ
耐
久
的
に
重
大
な
問
題
が
潜
ん
で

　
　
お
り
、
そ
れ
の
一
つ
の
〃
あ
ら
わ
れ
”
と
し
て
環
末
な
事
項
が
決
定
の
対
象
と
し
て
提
起
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
か
か
る

　
　
場
合
、
表
面
に
あ
ら
わ
れ
た
裟
末
な
事
項
そ
れ
膚
体
は
、
客
観
的
に
い
か
な
る
藍
汁
な
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
脊
後
に
横
た
わ

　
　
る
重
大
な
問
題
と
の
連
関
に
お
い
て
は
重
要
な
意
味
を
も
ち
う
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
平
凡
な
年
中
行
事
（
講
な
ど
）
の
後
の
会
食
の
仕
方

　
　
に
わ
ず
か
ば
か
り
の
変
更
や
修
正
を
加
え
る
か
否
か
の
聞
題
も
、
そ
の
底
流
に
あ
る
新
旧
・
上
下
・
老
若
の
深
刻
な
対
立
と
結
び
つ
い
て

　
　
い
る
時
に
は
、
事
柄
は
簡
単
で
は
な
く
な
っ
て
重
要
性
を
お
び
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
他
の
機
会
に
詳
論
す
る
予
定
で

　
　
あ
る
。
そ
れ
は
と
に
か
く
決
定
さ
れ
る
事
項
の
内
容
が
些
網
な
も
の
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
関
す
る
限
界
の
問
題
を
特
に
と
り
あ



げ
て
論
議
す
る
意
味
は
弱
小
化
す
る
）
、
他
方
の
極
で
あ
る
最
重
要
な
事
柄
に
つ
い
て
は
全
く
無
制
限
に
、
そ
の
限
界
を
一
切
考
慮
す
る

こ
と
な
く
、
そ
れ
を
票
決
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
や
集
団
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
事
柄
の
そ

の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
、
こ
れ
を
無
稽
限
に
多
数
決
に
よ
る
決
定
の
対
象
事
項
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
も
や
は
り
一

の
超
え
が
た
き
限
界
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
間
が
社
会
や
集
団
の
一
成
員
と
し
て
祉
会
や
集
隣
を
構
成
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

反
面
、
人
問
が
人
間
で
あ
る
以
上
、
何
人
と
い
え
ど
も
有
す
る
人
格
の
独
自
性
（
そ
れ
は
社
会
学
的
に
は
“
他
我
の
領
解
”
を
超
え
た
領

域
で
あ
り
、
一
も
っ
て
他
と
代
聾
す
る
こ
と
の
全
く
不
可
能
な
、
最
も
深
い
個
性
の
領
域
の
も
つ
独
自
性
で
あ
る
）
を
内
容
と
す
る
入
間

存
在
自
体
・
人
間
の
厳
粛
な
本
質
に
直
接
関
係
す
る
事
柄
（
そ
れ
は
生
命
の
尊
重
に
は
じ
ま
っ
て
僑
仰
の
自
由
、
そ
の
他
基
本
的
人
権
の

自
由
に
直
接
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
を
含
む
）
は
、
本
来
多
数
決
に
よ
る
決
定
事
項
の
限
界
の
彼
岸
（
旨
窪
ω
①
冨
）
　
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、

多
数
決
に
よ
る
決
定
事
項
の
範
圏
は
、
あ
く
ま
で
も
他
我
の
領
解
の
可
能
な
範
囲
内
で
の
最
璽
要
な
事
項
に
ま
で
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
（
他
我
の
領
解
に
つ
い
て
は
、
鼠
井
二
尚
「
社
会
学
論
集
し
第
難
章
「
他
我
の
領
解
」
の
項
参
照
）
。
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
は
、
前
述
の

如
く
理
論
的
に
究
極
の
妥
当
根
拠
を
も
た
ぬ
多
数
決
原
理
の
な
す
能
わ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
多
数
決
原
理
に
と
っ
て
そ
れ
の
適
用
の
不

可
能
な
る
事
柄
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
人
間
存
在
の
こ
の
よ
う
な
深
奥
の
部
分
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

ま
さ
し
く
非
人
道
的
な
暴
力
的
行
為
で
あ
る
と
断
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
（
註
）
　
か
か
る
点
か
ら
も
〃
疑
わ
し
き
は
罰
せ
ず
〃
と
い
う
法
の
雷
葉
は
、
法
の
寒
国
と
し
て
文
宇
通
り
遵
守
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

　
　
犯
罪
に
対
す
る
客
観
的
に
十
分
な
確
証
が
な
く
、
又
一
方
里
舞
行
為
の
遂
行
を
密
ら
否
定
す
る
容
疑
者
に
対
し
て
、
一
定
数
の
裁
判
官
の
間
で
行
な

　
　
わ
れ
る
多
数
決
原
理
に
基
づ
く
死
刑
の
判
決
・
執
行
は
、
こ
れ
京
で
の
多
数
決
原
理
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
納
得
さ
れ
難
い
と
こ
ろ
で

　
　
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
死
鋼
は
ま
さ
に
人
間
の
存
在
そ
れ
自
体
（
勲
閥
の
厳
粛
な
本
質
を
含
む
）
を
抹
消
す
る
重
火
事
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
人
間
存
在
自
体
に
覆
接
闘
織
す
る
事
項
（
他
我
の
領
解
を
超
え
た
入
格
の
最
奥
の
独
自
性
に
か
か
わ
る
事
項
）
は
、
本
来

　
　
多
数
決
に
よ
る
決
定
事
項
の
限
界
を
超
え
た
彼
岸
の
事
柄
に
属
す
る
が
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
人
間
存
在
玉
体
に
直
接
に
で
は
な
く
と

756　
　
　
　
　
　
鞭
会
事
象
と
し
て
の
多
数
決
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
三
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6
　
も
間
接
に
で
も
密
接
に
関
係
す
る
事
柄
、
あ
る
い
は
現
在
は
間
接
的
で
は
あ
っ
て
も
近
い
将
来
に
お
い
て
飛
躍
的
と
な
り
う
る
可
能
性
が

　
　
客
観
的
に
十
分
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
事
柄
、
さ
ら
に
は
表
見
的
に
は
聞
接
的
で
あ
っ
て
も
η
〈
は
そ
の
よ
う
に
見
え
て
も
、
内
面
的
、
本
質

　
　
的
に
は
直
接
的
で
あ
る
と
科
学
的
に
判
断
さ
れ
る
傾
向
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
多
数
決
原
理
は
特
に
十
分
慎
重
に
適
用
さ
れ
る
こ
と

　
　
を
必
要
と
す
る
．
、
そ
れ
ら
は
、
い
わ
ば
多
数
決
に
よ
る
重
要
決
定
事
項
の
限
界
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
性
質
の
事
項
で
あ
り
、

　
　
い
わ
ば
此
岸
（
H
）
一
㊤
ω
ω
Φ
㎞
蝕
q
ゆ
）
の
極
限
に
あ
る
事
項
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

五

　
最
後
に
多
数
決
の
方
法
・
手
続
上
の
諸
類
型
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
多
数
決
原
理
を
適
用
し
て
行
な
う
具
体
的
な
票
決
の
手
続
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
は
、
現
実
に
は
種
々
雑
多
な
形
態
が
あ
る
。
つ
ま
り
抽
象
的
に
は
、
た
だ
～
語
で
つ
き
る
“
多
数
”
も
、
具
体
的
現
実
的
に
は
種
々
の

　
ヘ
　
　
　
へ

〃
多
数
”
が
あ
り
う
る
し
、
又
存
在
も
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
々
を
分
析
す
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
り
、
す
べ
て
を
単
に
記
述

し
て
み
て
も
反
っ
て
無
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
一
般
論
と
し
て
次
の
四
種
の
基
本
類
型
を
提
示
し
て
、
そ
の
各
々
に
つ
い
て

簡
単
な
説
囲
を
加
え
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
一
、
概
括
多
数
的
多
数
決

　
二
、
相
対
多
数
的
多
数
決

　
三
、
絶
対
多
数
的
多
数
決

　
圏
、
絶
対
条
件
的
多
数
決

　
こ
の
う
ち
、
第
一
の
形
態
は
最
も
素
朴
な
単
純
な
方
法
で
あ
り
、
票
決
の
形
式
は
拍
手
や
挙
手
な
ど
の
如
き
一
士
的
な
身
振
り
な
ど
の

動
作
（
そ
れ
は
文
字
そ
の
他
に
よ
っ
て
投
票
の
結
果
が
客
観
的
形
象
と
し
て
明
確
な
形
で
残
存
し
、
科
学
的
に
再
検
討
し
再
確
認
し
う
る

余
地
を
残
さ
な
い
）
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
最
も
ル
…
ズ
な
方
法
と
し
て
は
議
長
や
司
会
嚢
の
“
属
の
子
算
式
計
算
乃
至
推
定
”
か
更
に



677

は
漢
然
た
る
主
観
的
判
断
だ
け
に
依
存
す
る
も
の
が
あ
る
。
、
こ
の
形
態
は
、
群
集
の
如
く
窒
問
的
に
一
ヵ
所
に
集
会
し
て
い
る
集
醐
に
だ

け
適
用
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
範
闘
を
超
え
た
大
集
団
叉
は
社
会
に
は
適
用
さ
れ
え
な
い
。

　
第
二
の
形
態
は
、
最
も
一
般
的
な
方
法
を
と
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
多
数
と
は
要
す
る
に
少
数
に
対
し
て
原
則
的
に
一
票
以
上

の
多
数
を
以
っ
て
無
条
件
に
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
最
小
限
度
に
お
い
て
二
対
一
の
場
合
か
ら
、
い
か
ほ
ど
多
数
及
び
少
数

の
絶
対
数
が
増
加
し
よ
う
と
も
、
常
に
多
数
と
少
数
と
の
差
が
最
小
限
度
一
票
で
あ
れ
ば
有
効
で
あ
る
が
如
き
形
式
で
あ
る
。
多
数
と
少

数
と
の
区
別
を
決
定
す
る
の
に
最
小
限
度
必
要
な
…
票
が
全
投
票
数
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
小
な
る
割
舎
と
な
ろ
う
と
も
（
例
え
ば
何
百
万

分
の
一
・
何
千
万
分
の
一
の
如
く
）
一
票
は
依
然
と
し
て
絶
対
的
な
意
味
を
も
ち
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
細
書
す
れ
ば
こ
の
種
の
形
態
の

場
合
は
、
多
数
は
少
数
に
対
し
て
一
票
と
い
う
僅
少
差
の
多
数
か
ら
、
莫
大
な
数
の
差
（
例
え
ば
数
万
と
か
数
十
万
と
い
う
大
差
）
を
含

む
多
数
に
釜
る
ま
で
幅
広
く
分
散
し
、
た
だ
梢
対
的
に
多
数
と
い
う
だ
け
で
何
ら
の
難
題
も
加
わ
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
第
一
の
形
態
に

つ
い
で
比
較
的
ル
ー
ズ
な
形
式
を
と
る
方
法
で
あ
る
。

　
第
三
の
形
態
も
第
二
の
形
態
に
つ
い
で
比
較
的
一
般
的
な
方
法
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
多
数
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
投
票
全
数
の
過

半
数
を
意
味
す
る
。
多
数
が
こ
の
よ
う
に
全
体
の
過
半
数
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
全
体
の
数
の
増
減
に
か
か
わ
り
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
過
半
数
で
あ
る
と
い
う
そ
の
大
き
さ
は
常
に
相
対
的
に
一
定
し
て
お
り
、
こ
の
点
、
多
数
が
全
体
に
対
し
て
も
つ
意
味
は
安

定
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
形
態
よ
り
も
厳
密
な
意
味
を
こ
の
場
食
の
多
数
が
も
っ
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

　
最
後
に
第
四
の
形
態
に
お
け
る
多
数
は
、
過
半
数
以
上
に
さ
ら
に
な
お
種
々
の
条
件
附
で
よ
り
一
層
多
数
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
、

い
わ
ゆ
る
大
多
数
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
例
え
ば
全
投
票
数
の
　
瓢
分
の
二
と
か
四
分
の
三
と
か
五
分
の
四
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
種
々
の

条
件
が
附
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
半
数
以
上
の
大
多
数
と
な
る
の
で
あ
る
。
多
数
の
も
つ
多
数
性
は
、
前
の
　
二
つ
の
形
態
の
場
合
よ

り
も
高
度
で
あ
り
、
特
に
第
一
と
第
二
の
形
態
に
み
ら
れ
る
如
き
、
い
わ
ば
ル
ー
ズ
な
意
味
で
の
漠
然
た
る
多
数
や
僅
少
差
の
多
数
で
は

な
く
し
て
、
交
字
通
り
全
体
の
大
多
数
で
あ
っ
て
、
全
体
の
な
か
の
単
な
る
多
数
で
は
な
い
。

　
　
　
　
社
会
事
象
と
し
て
の
多
数
決
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五
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ニ
〇
六

　
さ
て
以
上
の
如
き
四
種
の
基
本
形
態
は
、
前
述
の
第
一
の
問
題
点
、
す
な
わ
ち
多
数
決
原
理
の
適
用
範
囲
の
限
界
性
及
び
第
工
の
問
題

点
、
す
な
わ
ち
多
数
決
原
理
に
よ
る
決
定
事
項
内
容
の
限
界
性
と
、
ど
の
よ
う
に
原
理
的
に
関
澄
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
も
は
や
詳
細
に
論
述
す
る
紙
数
を
有
し
な
い
か
ら
、
経
験
的
事
実
を
対
象
と
す
る
実
証
的
研
究
へ
の
一
つ
の
理
論
的
仮
設
と
し
て
、
二

つ
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
次
に
提
示
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

　
第
一
の
仮
設
は
、
こ
の
四
種
の
基
本
形
態
の
第
一
か
ら
第
四
へ
の
順
序
と
、
多
数
決
原
理
の
適
用
範
囲
の
限
界
を
規
定
す
る
人
々
の
間

の
意
志
の
疎
通
i
共
通
性
の
大
小
と
の
間
に
は
逆
比
例
の
関
係
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
共
通
性
が
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
決
定
方
法
は
ル
ー
ズ
で
よ
く
、
共
通
性
が
小
な
れ
ば
小
な
る
ほ
ど
、
決
定
方
法
は
厳
密
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
関
係
の
混
乱
は
時
に
社
会
的
緊
張
や
対
立
を
深
め
る
厳
器
と
な
る
。
共
通
性
が
少
な
く
差
異
の
著
し
い
多
数
と
少
数
と
の
間
の
票
決
の

場
に
お
い
て
は
、
第
四
の
形
態
に
よ
る
方
法
が
社
会
の
集
鴎
的
統
一
性
の
見
地
か
ら
は
最
も
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、
こ
の
四
種
の
基
ホ
形
態
の
第
一
か
ら
第
四
へ
と
進
む
多
数
を
決
定
す
る
方
法
の
ル
ー
ズ
さ
か
ら
厳
密
さ
へ

の
願
序
と
、
多
数
決
原
理
に
よ
る
決
定
事
項
内
容
の
重
要
度
と
の
間
に
は
正
比
例
の
関
係
が
理
論
的
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
関
係
が
破
壌
せ
ら
れ
る
時
、
顕
在
的
に
か
潜
在
的
に
か
社
会
的
不
安
と
緊
張
の
状
態
が
生
起
し
や
す
い
の
で
あ
る
。
国
家
の

運
命
を
決
す
る
よ
う
な
重
要
事
項
が
、
第
一
の
概
括
多
数
的
多
数
決
の
方
法
で
議
会
を
通
過
す
る
が
知
き
ケ
ー
ス
は
、
こ
の
関
係
を
破
壊

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
六
・
二
・
三
）
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£he　mother－geddess，　which　are　comparable　to　those　excavated　in　other　parts

of　the　werld．

　　Doga　as　primitive　clay　sculpture　is　usually　expressed　in　a　一very　grotesque

・and　cubistic　style．　Although　the　primary　meaning　of　Dog“　is　the　trans－

cendental　religiQus（leity，　it　Qften　bears　a　Raive　IGvelittess孤d　sQ皿ewhat　con－

crete　naturalistic　appearance；　namely　the　styie　of　Dogtt　is　both　abstract　and

concrete　even　if　it　shows　regienal　variations．

　　There　is　a　clear　indication　of　the　abstract　styie　mainly　as　a　result　of　the

primitive　technique．　On　the　other　hand，　the　extremely　naive　naturalistic

style　of　Dogit　can　best　be　represented　by　t’fle　expressien　of　the　pregnant

figure　and　the　erotic　feminine　nude．　There　are　two　distinct　aspects　of　the

primitive　abstract，　one　the　means　to　express　religieus　transceRdence　and　the

ether，　the　lack　of　technique．

　　The　style　in　primitive　sculpture，　especiaily　in　the　case　of　Doga，　is　akin　to

abstract，　but　this　pseudo　abstract　style　is　sometimes　due　to　its　primitive

technique．　The　primitiver　ess　in　archaic　art　so　often　a｝〈in　to　abstract，　but

it　is　not　said　that　there　is　no　will　to　modei　the　sculpture　as　concrete　and

naturalistic，’ ?ｖｅｎ　though　it　is　toe　naive．　Clearly，　there　was　the　will　to

express　the　ebject　．realistically，　but　primitive　people　did　not　llave　enottgh

excellent　techniques　to　ex’press　the　object　naturalistically，　because　they　lacked

the　knowledge　and　ability　to　recognize　a　natural　object　as　it　rea｝ly　was．

For　instance，　the　primitive　cavepaintings　of　the　Altamira　Bison　and　the

human　figures　in　Africa　qre　expressed　in　a　vitalistic　and　naturalistic　style，

but　if　we　compare　them　with　the　classics’ @of　Greece　or　the　Far　East，　they

are　still　primitive．

　　Thus，　as　a　cenclusion，　the　abstract　style　in　art　does　not　always　mean　that

it　is　prlmitive　nor　the　concrete　style　depict　the　naturalism　of　classic　art．

Therefore，　the　style　of　primitive　archaic　art　must　be　treated　as　a　primitive

entlty．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Majority　Rule　as　a　Soeial　Faet

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b7　Yoshisuke　lkeda

　　The　present　paper　airns　at　clarifying　the　sociologicai　meaning　of　the

majority　rule　which　has　been　studied　by　G．　Simmel，　H．　Keisen　and　R．　M．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工0



Maclver．　For　this　purpose，　the　following　three　problems　are　examined．

　　1．　The　fundamental　bases　of　majority　rule．　According　to　G．　Simmel，　the

　　　　fundamental　bases　of　the　majority　；ule　are　founded　not　only　in　the

　　　　power　relation　between　majority　and　mlnority，　but　also　in　the　essential

　　　　relation　between　society　and　individual．　E｛owever，　these　two　bases　are

　　　　not　the　valid　ground　for　the　majority　rule　in　the　last　analysis．

　　2．　The　social　conditions　of　majority　rule．　One　of　social　conditions　is　the

　　　　matter　of　social　limits　which　H．　Kelsen　suggested，　in　terms　of　his

　　　　cultural　community　theory．　And　the　other　main　condition　is　the　matter

　　　　of　decision　making　subj’ect．

　　3．　Basic　types　of　majority　rule．　Corresponding　te　the　social　conditions，

　　　　majority　rule　can　be　classified　into　the　following　four　large　types　in

　　　　theory；（1）an　extemal　rough皿alority，（2）arelative　majority，

　　　　absolute　majority　in　the　relative　sense　or　average　plura／ity，　and

　　　　absolute　majority　in　the　absolute　sense　or　rlgid　plurality．

　　In　short，　two　frames　of　reference　are　taken　out　from　above　2

problems．　Diagrammatizing　them，　as　follows；

　　　　Social　limits・・・・・・…　heterogeneous．e一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一＞homogeneous

I
（

　　　　Basic　types・・・・・・・・・・・・・…　＋・・・…　i…　｛4）一（3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）一（1）

　　　　Dicision　making　subject・・・…＋・・trifiing一一一一“ltimportant
I
I
　
（　　　　Basic　types・・…t・・・・・・・・・…＋・・・・・・・・…（1＞一（2）一（3）一（4）

　　　　　　Buddhist　？hilosophical　Sckools　oR　the　Problem　of

　　　　　　　Existettee　and　Knowledge－Chapter　i：　Sarvastivada

（3）　an

（のan

and　3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B］　Yuichi　Kajiyama

　　The　author　tries　to　explain　different　philosophical　attitudes　of　the　four

Bttddhist　schools　from　the　standpoint　of　｛pistemology．　lndian　historians

c｝assify　epistemology　into　two　radically　opposlng　theories，　though　not　without

subdivisions：　nirczfea－ray’nanava－daJthe　theory　that　knowledge　cognizes　only

the　form　of　an　extemal　object，　・and　sdikdiraJ’ndinawa－da－the　theory　that　know－

ledge　cognizes　only　its　own　representation．　The　Sarvastivadin　as　a　realist

insisted　on　the　former　view．　Starting　from　this　basic　distinction，　the　author
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