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会
的
事
実
と
行
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i
デ
ュ
ル
ケ
ム
理
論
の
問
題
一

中

久

郎

　
　
　
桂
会
現
象
に
お
け
る
「
社
会
的
な
も
の
」
の
特
性
を
め
ぐ
る
論
議
を
中
核
と
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
学
は
、
も
と
も
と
行
為
理
論
と

　
　
は
発
想
の
基
礎
を
異
に
す
る
。
大
方
の
行
為
論
に
み
ら
れ
る
と
同
じ
く
彼
も
ま
た
、
個
人
が
社
会
の
唯
一
の
能
動
的
要
素
で
あ
る
こ
と
を

　
　
認
め
、
主
意
的
な
行
為
の
主
体
と
し
て
の
燗
人
の
意
義
は
立
論
に
お
い
て
十
分
考
慮
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
人
と
そ
の
行

　
　
為
を
社
会
学
の
基
本
的
な
説
明
単
位
と
考
え
た
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
な
ど
と
は
異
な
り
、
個
人
の
行
為
の
分
析
に
よ
っ
て
社
会
学
の
理
論
構

　
　
成
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
個
人
主
義
的
な
方
法
論
に
は
強
い
反
対
を
表
明
す
る
。
彼
に
と
っ
て
「
社
会
」
と
は
、
区
々
の
行
為
者
の
主

　
　
観
的
意
図
を
越
え
て
存
在
す
る
独
自
の
実
在
（
撤
餌
管
伽
賜
ミ
鴫
§
ミ
跨
）
　
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
関
与
し
た
諸
個
人
や
そ
れ
ら

　
　
の
行
為
の
単
な
る
「
要
約
的
表
現
」
で
は
な
い
し
、
　
「
熟
慮
さ
れ
た
仕
方
で
作
ら
れ
た
も
の
」
で
も
な
い
（
竃
8
8
。
。
ρ
乱
2
糞
菊
。
¢
。
。
。
・
＄
岱
》

　
　
囲
濠
。
。
”
や
。
。
躯
）
。
直
接
的
に
は
、
タ
ル
ド
の
塁
間
心
理
学
の
否
定
の
う
ち
に
社
会
学
の
学
的
自
律
性
を
確
立
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
お
い
て
、

　
　
社
会
学
の
基
準
と
な
る
根
本
の
命
題
は
、
全
体
（
社
会
）
が
そ
れ
を
構
成
す
る
部
分
（
個
人
）
と
は
質
的
に
根
帯
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

鰯
。
た
。
「
社
会
は
諸
飼
人
の
単
な
る
総
和
で
は
な
く
、
諸
個
人
の
結
A
．
に
よ
．
て
作
ら
れ
た
体
系
（
．
・
．
雪
．
）
喚
、
あ
吃
固
有
の
韓
性
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；
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智
箋
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あ
る
L
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量
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£
G
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頓
二
三
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デ
ュ
ル
ケ
ム
に
よ
っ
て
「
社
会
」
の
論
究
が
深
め
ら
れ
た
と
き
、
祇
会
は
、
　
一
方
に
お
い
て
、
具
体
的
な
諸
門
人
に
よ
る
社
会
的
集
成

　
　
（
麟
㈲
厳
σ
Q
鋤
緩
も
・
o
o
冨
瓢
麟
）
な
い
し
そ
れ
の
「
合
成
方
式
」
を
意
歯
し
た
（
男
ぴ
瞬
や
ご
G
。
）
。
し
か
し
、
社
会
は
、
他
方
に
お
い
て
「
何
よ
り

　
　
も
先
ず
諸
個
人
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
観
念
・
儒
仰
・
感
情
の
全
体
で
あ
る
」
（
ω
。
。
芭
○
σ
Q
δ
奪
喜
ま
。
。
。
で
窯
ρ
巳
b
。
倉

　
　
や
G
。
①
）
。
前
者
の
意
味
の
社
会
の
構
想
は
、
初
期
の
著
作
に
お
い
て
特
に
顕
著
に
披
歴
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
『
社
会
分
業
論
』
（
U
o
鼠

　
　
象
く
聾
。
揖
匹
¢
窪
ρ
話
凱
ω
◎
。
摺
餌
戸
。
。
8
）
の
な
か
で
、
彼
は
異
質
的
諸
機
能
を
い
と
な
む
諸
個
入
が
と
り
結
ぶ
「
多
様
な
特
殊
的
諸
機
能
の
体

　
　
系
」
を
開
題
と
し
、
そ
れ
の
主
要
な
類
型
を
い
く
つ
か
区
別
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
「
結
合
の
事
実
」
が
社
会
的
事
実
と
し
て
も
つ
特
殊
な
意

　
　
義
を
理
想
的
効
果
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
た
。

　
　
　
し
か
し
、
彼
は
別
の
箇
所
で
「
経
済
的
事
実
」
の
よ
う
な
物
質
的
形
態
を
社
会
的
事
実
と
し
て
の
特
性
に
お
い
て
重
視
す
る
。
そ
れ
は

　
　
社
会
形
態
学
的
事
実
と
名
づ
け
ら
れ
た
事
実
の
特
殊
部
分
で
あ
る
。
た
だ
し
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
こ
の
種
の
事
実
に
毒
し
て
僅
か
に
第
二
次

　
　
的
な
重
要
性
し
か
あ
た
え
て
い
な
い
。
形
態
学
的
事
実
は
、
観
念
の
客
観
的
な
体
系
を
表
わ
す
の
に
用
い
ら
れ
た
第
二
の
意
味
の
社
会
に

　
　
と
っ
て
「
基
体
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
の
諸
生
活
が
適
用
さ
れ
る
重
要
な
素
材
で
は
あ
る
が
、
基
体
の
社
会
的
重
要
性
は
独
自
に
そ
れ

　
　
が
そ
な
え
て
い
る
内
在
的
特
性
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
。
そ
の
価
値
は
社
会
的
に
表
象
さ
れ
る
仕
方
の
関
数
で
あ
る
。
思
考
の
対
象
に
そ

　
　
の
実
在
性
を
あ
た
え
る
の
は
観
念
で
あ
り
、
集
合
表
象
の
役
割
は
す
ぐ
れ
て
実
在
を
つ
く
り
即
す
こ
と
に
あ
る
（
℃
鑓
σ
q
白
面
δ
日
⑦
奪
白
。
◎
。
繭
。
・

　
　
♂
瞭
ρ
H
り
α
伊
ワ
お
⑦
）
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
同
じ
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
も
、
観
念
を
物
的
な
利
害
の
単
な
る
「
反
映
」
・
「
表
現
」
と
し
て

　
　
把
握
す
る
こ
と
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
し
て
ま
た
、
物
的
対
象
が
行
為
の
現
実
的
な
動
因
と
な
る
た
め
に
は
、
行
為
主
体
に
よ
っ

　
　
て
そ
れ
が
生
観
的
状
況
に
転
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
経
済
的
事
実
も
社
会
学
の
う
ち
に
と
り
入
れ
よ
う

　
　
と
す
れ
ば
、
こ
の
事
実
が
、
　
「
世
論
の
事
実
」
あ
る
い
は
「
心
的
性
質
篇
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
さ
ら
に
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
社
会
学
を
欄
度
の
学
と
定
義
し
た
と
き
、
経
済
的
事
実
を
制
度
と
い
う
、
集
合
意
識
の
「
結
晶
化
」
し
「
固
定



　
　
化
」
し
た
形
態
の
様
相
に
お
い
て
も
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
彼
は
同
一
の
論
拠
に
立
っ
て
、
社
会
的
事
実
が
最
後
の
分
析
に
お
い

　
　
て
観
念
の
客
観
的
体
系
一
「
集
合
意
識
の
状
態
」
で
あ
る
こ
と
を
強
く
主
張
す
る
。
コ
ン
ト
や
エ
ス
ピ
ナ
ス
が
す
で
に
そ
う
で
あ
っ
た

　
　
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
お
い
て
も
「
社
会
生
活
は
全
面
的
に
表
象
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
」
（
力
伽
臓
。
唱
同
伽
剛
●
　
伽
Φ
　
笛
㊦
傷
鎌
G
　
唱
“
×
陣
）
。
歓
会
に
つ

　
　
・
い
て
の
こ
の
よ
う
な
観
念
は
、
社
会
形
態
学
的
事
実
の
基
体
と
し
て
の
重
要
性
に
欄
限
を
煽
え
よ
う
と
し
た
申
期
以
後
の
著
作
に
お
い
て

　
　
特
に
顕
著
に
表
明
さ
れ
た
。
さ
ら
に
歓
会
の
存
在
様
式
か
ら
の
集
合
意
識
の
相
対
的
自
律
性
が
一
層
強
調
さ
れ
、
異
質
的
な
集
合
意
識
の

　
　
諸
領
域
に
亙
る
相
互
の
緊
密
な
親
縁
関
係
を
力
強
く
説
く
と
い
う
社
会
学
霊
宝
の
最
後
の
主
張
段
階
に
お
い
て
、
集
合
意
識
は
社
会
学
に

　
　
お
け
る
一
切
の
説
明
原
理
と
な
っ
た
。

　
　
　
粒
会
的
事
実
が
、
社
会
の
基
体
と
は
内
容
的
に
区
励
さ
れ
る
観
念
的
事
実
と
思
念
さ
れ
、
こ
の
「
客
観
的
な
も
の
」
が
緬
人
に
対
し
て

　
　
も
つ
基
本
属
性
一
外
在
性
と
拘
束
性
l
I
に
つ
い
て
の
論
考
が
深
め
ら
れ
た
と
き
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
広
義
の
教
育
過
程
を
論
じ
、
さ
ら

　
　
に
内
在
化
の
理
論
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
内
在
化
の
概
念
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
、
社
会
体
系
の
中
核
と
な
る
行
為
要

　
　
素
の
「
制
度
」
的
統
合
を
強
調
し
た
彼
の
理
論
体
系
に
お
い
て
、
中
心
的
な
位
置
を
煮
め
る
概
念
と
し
て
特
に
重
視
し
た
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
　
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
被
会
的
拘
束
の
概
念
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
「
取
り
入
れ
」
や
G
・
H
・
ミ
ー
ド
の
「
他
者
の
役
割
取
得
」
の
諸
概
念
と
共
に
、

　
　
内
在
化
に
関
す
る
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
理
論
講
成
に
対
し
先
駆
的
な
洞
察
を
提
供
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
。

　
　
　
ま
た
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
宴
会
学
に
お
い
て
社
会
拘
束
論
が
主
題
に
選
ば
れ
、
　
「
重
過
意
識
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
殆
ん
ど
す
べ
て
の
も

　
　
の
は
、
社
会
か
ら
生
じ
て
く
る
」
（
冒
く
・
盤
誌
。
亀
‘
や
。
。
島
）
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
彼
を
し
て
殆
ん
ど
例
外
が
な
い
く
ら
い
広
汎
な
種

　
　
類
の
行
為
を
「
社
会
的
」
と
規
定
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
裁
会
学
の
研
究
分
野
に
と
り
入
れ
さ
せ
る
有
力
な
原
因
と
も
な
っ
た
。
確
か
に
、

　
　
彼
の
規
定
に
お
い
て
行
為
は
、
た
と
い
非
意
志
的
な
客
体
の
み
に
志
向
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
が
観
念
の
客
観
的
な
体
系
と
い
う
意
味
で

　
　
「
社
会
的
な
も
の
」
を
表
現
す
る
限
り
、
七
会
性
を
も
ち
、
社
会
的
行
為
と
い
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
頬
人
的
行
為
の
経
過
が
他
者
の
態

57

@
度
の
単
な
る
影
響
に
よ
っ
て
無
意
識
的
に
決
定
さ
れ
る
場
合
（
群
衆
制
約
的
行
為
お
よ
び
模
倣
的
行
為
）
な
い
し
伝
統
的
行
為
に
し
て
も
、
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@
ウ
ェ
：
バ
ー
は
こ
れ
ら
の
行
為
が
彼
の
方
法
論
に
よ
る
有
意
味
無
理
解
を
拒
む
た
め
に
社
会
学
の
対
象
か
ら
除
い
た
。
し
か
し
デ
ュ
ル
ケ

　
　
ム
に
お
い
て
は
、
そ
の
経
過
が
共
有
的
な
集
合
意
識
の
「
委
託
」
に
よ
っ
て
究
極
的
に
限
定
さ
れ
る
以
上
、
社
会
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
い
。
た
だ
彼
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
よ
う
に
、
関
係
的
と
い
う
意
味
で
の
社
会
的
な
有
意
味
的
行
為
（
1
1
社
会
的
行
為
）
に
は
余
り
深
い
注
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
を
向
け
な
か
っ
た
し
、
ま
た
そ
れ
を
社
会
性
を
も
つ
行
為
か
ら
区
別
し
て
論
ず
る
必
要
性
を
感
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
彼
の
社
会

　
　
学
の
論
題
が
対
人
的
行
為
の
相
互
過
程
そ
の
も
の
の
分
析
に
な
く
、
こ
の
よ
う
な
相
互
性
か
ら
結
果
す
る
「
化
学
約
綜
合
」
の
事
実
、
並

　
　
び
に
こ
の
「
結
合
の
事
実
」
が
固
有
に
も
つ
特
性
の
論
議
に
集
中
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
彼
の
関
心
は
、
社
会
的
行
為
の
事
実

　
　
上
の
作
用
連
関
を
扱
っ
た
と
き
に
も
、
連
関
の
状
態
そ
れ
自
体
に
は
な
く
て
、
絹
互
に
か
か
わ
り
含
う
行
為
者
に
と
っ
て
は
所
与
の
行
為

　
　
状
況
内
の
一
要
素
で
あ
る
三
舎
意
識
一
規
範
的
価
値
1
の
役
割
に
専
ら
注
が
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
適
例
は
、
功
利
主

　
　
義
的
な
社
会
観
の
論
破
を
主
題
と
し
た
『
社
会
分
業
論
』
に
お
け
る
契
約
の
論
議
の
う
ち
に
う
か
が
え
る
。
そ
こ
で
は
交
換
と
い
う
経
済

　
　
過
程
を
構
成
す
る
契
約
の
関
係
を
秩
序
づ
け
る
根
源
が
問
題
で
あ
っ
た
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
そ
の
根
源
が
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
考
え
た
よ

　
　
う
に
、
契
約
当
事
者
間
の
利
害
関
心
の
適
合
や
合
意
の
う
ち
に
な
く
、
か
か
る
適
合
・
合
意
に
先
立
ち
、
ま
た
そ
れ
ら
と
は
独
立
に
存
在

　
　
す
る
契
約
翻
度
の
規
範
的
規
制
の
な
か
に
求
め
ら
れ
る
所
以
を
こ
ま
か
に
論
証
す
る
。
契
約
制
度
は
、
契
約
の
当
事
者
に
と
っ
て
社
会
的

　
　
に
所
与
の
客
観
的
事
実
で
あ
る
。
契
約
制
度
を
特
徴
づ
け
て
い
る
、
こ
の
よ
う
な
「
契
約
に
お
け
る
非
契
約
的
要
素
」
こ
そ
は
、
デ
ュ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
ケ
ム
に
と
っ
て
社
会
学
の
対
象
と
な
る
べ
き
「
社
会
的
な
も
の
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
集
合
意
識
の
状
態
か
ら
区
別
し
て
論
ぜ
ら
れ
た
「
結
合
の
事
実
」
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
理
論
体
系
の
な
か
で
占
め
る
位
置
を
次
に
問
題

　
　
に
す
れ
ば
、
そ
れ
は
社
会
の
内
的
環
境
の
構
成
要
素
と
し
て
彼
が
「
物
」
と
共
に
あ
げ
た
「
人
」
の
構
成
、
す
な
わ
ち
「
固
有
の
人
間
的

　
　
環
境
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
主
要
な
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
彼
は
、
人
聞
的
環
境
の
構
成
要
素
と
し
て
「
社
会
の
量
」

　
　
と
「
動
的
密
度
」
の
二
つ
を
考
え
た
。
こ
の
う
ち
前
者
が
社
会
の
生
態
学
的
な
存
在
様
式
を
指
す
も
の
と
す
れ
ば
、
後
者
は
内
容
か
ら
い

　
　
っ
て
結
合
の
事
実
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
初
期
の
社
会
学
主
義
の
主
張
に
お
い
て
籠
二
次
的
に
重
視
さ
れ
た
の
は
社
会
の
量
で
あ
っ
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（
3
）

た
が
、
彼
は
、
ソ
ロ
：
キ
ン
な
ど
が
誤
っ
て
理
解
し
た
よ
う
に
、
例
え
ば
分
業
の
発
達
の
よ
う
な
社
会
変
動
の
決
定
因
を
、
社
会
の
量
と

い
う
多
分
に
人
口
学
的
な
、
し
た
が
っ
て
ま
た
社
会
外
的
な
要
因
に
の
み
帰
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
こ
の
因
果
連

蘭
を
媒
介
す
る
変
数
と
し
て
動
的
な
い
し
道
徳
的
密
度
と
い
う
社
会
学
的
要
因
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
シ
ュ
ノ
ア
の
解
釈
に
し
た
が
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
い
え
ば
、
動
的
密
度
と
は
特
定
期
間
内
の
社
会
的
な
接
触
交
渉
な
い
し
網
羅
作
用
の
密
度
を
あ
ら
わ
す
は
ず
の
過
程
的
概
念
で
あ
っ
た
。

デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
集
合
表
象
の
成
立
過
程
を
集
合
心
理
学
の
問
題
と
し
て
論
じ
た
と
き
、
相
互
作
用
の
過
程
の
も
つ
意
義
に
注
意
を
払
っ

た
が
、
遺
憾
な
こ
と
に
、
彼
は
社
会
学
の
理
論
構
成
の
な
か
で
は
こ
の
動
的
過
程
に
正
当
な
伎
置
を
あ
た
え
て
い
な
い
。
彼
の
体
系
の
な

か
で
は
、
社
会
の
構
成
的
性
格
を
取
扱
う
特
殊
部
門
（
社
会
形
態
学
）
の
設
定
は
適
当
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
集
団
や
そ
の
内
部
の
行
為

連
関
を
対
象
と
す
る
部
門
は
独
立
的
に
は
設
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
の
社
会
の
概
念
も
、
社
会
を
構
成
す
る
諸
個
人
間
の
相
互
作
用

過
程
に
焦
点
を
当
て
て
は
定
義
さ
れ
て
い
な
い
。
ブ
ノ
ワ
・
ス
ミ
ュ
リ
ア
ン
も
正
当
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
社
会
的
集
成
に
か
か
わ
る
社

会
の
意
味
は
、
空
間
的
に
接
触
す
る
蝉
騒
人
の
数
量
に
注
目
し
た
自
然
的
現
象
か
、
そ
れ
と
も
超
越
的
実
在
と
観
念
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ

（
5
）

た
。
こ
の
こ
と
は
、
諸
聖
人
の
相
互
作
用
過
程
か
ら
結
果
す
る
独
自
の
実
在
、
す
な
わ
ち
「
社
会
的
な
も
の
」
が
、
社
会
的
事
実
と
し
て

も
つ
特
性
の
論
議
に
主
題
を
限
る
と
い
う
彼
の
社
会
学
の
極
め
て
限
定
的
な
性
格
に
原
因
が
あ
っ
た
も
の
と
無
断
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
っ
甲

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）
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①
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ω
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⑦
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r
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H
①
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℃
霞
。
・
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自
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W
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ω
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℃
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．
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畠
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ω
o
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。
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ぎ
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8
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ω
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三
〇
頓
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逡
Q
。
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社
会
的
事
実
と
行
為

ご
九
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哲
学
研
究
　
五
菖
穴
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

　
社
会
学
の
領
域
規
定
に
関
し
て
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
課
し
た
右
の
よ
う
な
限
定
は
、
理
論
構
成
に
当
た
り
彼
が
い
く
つ
か
の
重
要
な
困
難
に

遭
遇
す
る
大
き
な
原
因
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
彼
は
内
在
化
さ
れ
る
対
象
と
し
て
の
集
合
意
識
を
一
つ
の
体
系
と
し
て
理
解
し
、
こ
れ
が
燗

人
の
う
ち
に
内
在
化
さ
れ
る
過
程
を
論
じ
た
が
、
器
量
の
人
格
体
系
と
社
会
体
系
の
媒
介
項
と
し
て
諸
飼
人
の
桐
互
作
用
過
程
の
概
念
を

導
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
も
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
内
在
化
の
概
念
構
成
に
対
し
基

本
的
洞
察
を
提
供
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
洞
察
は
、
「
内
在
化
の
心
理
的
機
欄
に
関
し
て
も
、
ま
た
内
在
化
さ
れ
た
道
徳
的
餌
値
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

格
構
造
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
関
し
て
も
、
単
に
示
唆
の
範
囲
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
」
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
不
閣
に
ふ
し
た
右
の
観
点

は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
っ
て
最
も
徹
底
的
に
補
足
さ
れ
た
。
同
様
に
ピ
ア
ジ
ェ
も
、
共
通
道
穂
は
外
部
か
ら
門
人
に
あ
た
え
ら
れ
た
「
物
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
な
か
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
飼
人
間
の
関
係
全
体
に
存
在
す
る
所
以
を
説
い
て
デ
ュ
ル
ケ
ム
理
論
の
補
充
を
試
み
て
い
る
。

　
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
学
主
義
は
、
社
会
的
事
実
の
発
生
経
過
や
そ
れ
が
属
性
と
し
て
も
つ
拘
束
の
由
来
の
説
明
に
関
し
て
も
大
き
な
難

点
を
伴
っ
て
い
た
。
前
潜
の
問
題
に
つ
い
て
先
ず
い
え
ば
、
彼
は
た
だ
鰯
人
意
識
が
結
合
し
、
相
互
の
滲
透
・
融
合
に
よ
っ
て
新
し
い
類

の
心
的
侮
性
か
ら
な
る
一
つ
の
存
在
が
発
生
す
る
と
説
い
た
が
（
カ
£
●
℃
や
日
8
－
c
。
）
、
キ
ュ
ヴ
ィ
リ
エ
の
意
見
で
は
、
こ
の
論
述
に
は
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

合
の
現
実
的
経
過
が
全
く
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
説
明
に
不
当
な
単
純
化
が
あ
る
。
果
た
し
て
集
含
意
識
は
集
団
全
体
の
意
識
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
こ
で
画
か
れ
た
個
人
は
、
斎
会
の
現
実
的
な
秩
序
づ
け
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
が
占
め
る
地
位
か
ら
全
く
切
り
離

さ
れ
抽
象
化
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
例
え
ば
ア
ノ
ミ
ー
の
効
果
が
桂
会
的
地
位
部
類
ご
と
に
異
な
る
事
情

を
経
験
的
に
論
証
し
よ
う
と
し
た
が
、
集
合
意
識
の
発
生
に
関
す
る
説
明
箇
所
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
地
位
部
類
や
特
定
階
級
の
社
会
的
諸

条
件
に
結
び
つ
け
て
そ
の
成
立
を
説
く
と
い
う
社
会
構
造
論
的
な
照
準
が
少
し
も
使
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
集
合
意
識
は
諸
道

入
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
部
類
や
生
活
上
の
機
会
の
相
違
を
離
れ
て
成
立
し
、
か
つ
ま
た
　
律
に
あ
ら
ゆ
る
社
会
成
員
を
お
お
う
一
種
の
包

括
概
念
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
一
般
に
論
難
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
学
が
階
級
の
視
点
を
無
視
し
て
い
る
事
情
を
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
改
め
て
想
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趨
し
響
け
れ
賦
な
ら
な
い
で
お
ろ
う
①
確
か
に
こ
の
券
難
に
つ
い
て
は
レ
癬
え
ぼ
キ
ュ
ヴ
ィ
リ
エ
が
レ
ブ
ハ
…
ソ
ン
の
見
解
を
引
思
し
つ

つ
、
栓
会
の
あ
ら
ゆ
る
階
級
を
通
じ
て
共
通
に
見
出
さ
れ
る
コ
般
的
な
心
理
的
諸
性
格
」
の
論
究
が
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
主
題
で
あ
っ
た
事
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

を
わ
れ
わ
れ
に
説
い
て
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
擁
護
を
は
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
集
合
意
識
を
以
て
一
切
の
説
開
を
行
な
う
と
い
う

デ
ュ
ル
ケ
ム
の
方
針
の
も
と
に
階
級
理
論
を
構
成
し
た
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
事
柄
は
、
階
級
が
梢
互
の
間
に
位
階
制

を
構
成
し
て
い
て
、
か
よ
う
な
位
階
鰯
が
、
何
よ
り
も
先
ず
、
社
会
が
諸
階
級
に
関
し
て
も
つ
集
合
的
意
見
お
よ
び
諸
購
級
が
全
体
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

み
て
自
ら
の
位
置
に
つ
い
て
抱
く
集
合
的
意
見
に
・
田
来
す
る
と
い
う
事
実
の
認
識
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
論
拠
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

最
も
顕
著
に
パ
ー
ソ
ン
ズ
を
中
心
と
す
る
最
近
の
著
者
た
ち
の
構
想
に
引
き
つ
が
れ
た
基
本
的
な
視
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
般
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

低
い
次
元
で
吟
味
す
れ
ば
、
多
く
の
場
面
に
お
い
て
「
麦
配
階
級
の
心
理
は
、
…
…
集
合
意
識
の
内
容
の
う
ち
に
深
く
喰
い
込
ん
で
い
る
」
。

社
会
的
拘
束
の
こ
の
よ
う
な
社
会
・
経
済
的
起
源
に
関
す
る
論
議
は
、
デ
．
ル
ケ
ム
に
お
い
て
甚
だ
し
く
そ
の
適
正
さ
を
欠
い
て
い
た
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
デ
ュ
ル
ケ
ム
理
論
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
難
点
は
、
社
会
の
能
動
的
要
素
が
鰯
人
で
あ
る
と
は
っ
き
り
書
き
な
が
ら
も
、
彼
の
理
論

早
成
の
嵐
発
点
に
お
い
て
個
人
が
一
つ
の
抽
象
で
し
か
な
く
、
具
体
的
な
行
為
主
体
と
し
て
は
画
き
出
さ
れ
え
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
と

も
な
っ
た
。
例
え
ば
、
心
理
学
主
義
を
論
難
し
て
社
会
現
象
は
個
人
の
観
点
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
と
主
張
し
た
と
き
、
彼
の
念
頭
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

つ
た
個
人
は
、
有
機
体
の
内
的
な
過
程
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
か
つ
社
会
的
に
孤
立
し
た
存
在
と
し
て
の
燗
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
「
自
然
人
」
の
「
飼
人
的
状
態
は
、
社
会
的
な
存
在
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
変
形
さ
れ
る
不
確
窟
な
質
料
に
過
ぎ
な
い
」
世
譜
。
・
蝕
。
箆
。
鉢
。
。
⑩
メ

昌
。
鎧
奉
詩
象
．
〉
℃
．
邸
G
。
①
）
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
論
点
は
、
個
人
的
存
在
が
社
会
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
状
態
か
ら
脱
し
、
異
格
化
・

文
明
化
さ
れ
る
と
い
う
過
程
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
理
由
の
た
め
に
、
社
会
的
喜
実
の
説
明
に
は
「
個
人
的
要
素
」
を
も
ち
込
む

こ
と
が
一
切
拒
ま
れ
た
。
心
理
学
主
義
に
対
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
論
難
根
拠
も
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
見
解
は
学
説
史
的
に
い
え
ば
、
コ
ン
ト
に
さ
か
の
ぼ
れ
る
主
張
で
あ
る
。
コ
ン
ト
は
内
省
心
理
学
に
対
す
る
D
・
ボ
ナ
ル

　
　
　
　
祉
会
的
事
実
と
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＝
＝
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五
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@
ド
の
批
判
を
復
活
さ
せ
、
彼
の
諸
科
学
の
体
系
か
ら
心
理
学
を
脱
落
さ
せ
た
。
コ
ン
ト
の
方
法
論
に
み
ら
れ
る
強
い
反
心
理
学
主
義
は
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
ユ
ル
ケ
ム
に
そ
の
ま
ま
引
き
つ
が
れ
一
階
強
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
個
人
の
生
理
的
過
程
か
ら
心
理
を
説
明
す

　
　
る
生
理
学
的
心
理
学
を
積
極
的
に
斥
け
た
（
Q
。
。
p
二
重
ま
。
。
胸
窓
・
c
。
山
。
。
）
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
例
え
ば
ア
ノ
ミ
ー
論
に
お
い
て
、
社
会
学
主

　
　
義
の
論
拠
に
拠
り
な
が
ら
挙
人
の
意
味
が
具
体
約
に
考
え
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
意
味
は
社
会
的
事
実
の
発
生
経
過
の
説
明
箇
所
で
は
じ
め

　
　
に
優
渥
さ
れ
た
そ
れ
と
は
基
本
的
に
異
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
個
人
は
、
衝
動
を
う
な
が
す
欲
求
を
窟
機
体
の
内
的
条
件
だ
け
か
ら
決
定

　
　
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
社
会
的
文
化
的
に
再
条
件
づ
け
ら
れ
た
動
因
状
態
で
あ
っ
た
。
デ
．
一
ル
ケ
ム
は
、
動
機
づ
け
の
要
因

　
　
を
外
か
ら
受
取
り
そ
れ
が
現
実
的
な
行
為
と
し
て
発
現
さ
れ
る
積
極
的
な
経
過
を
考
え
よ
う
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
要
因
群
の

　
　
な
か
で
も
す
ぐ
れ
て
観
念
的
な
要
素
に
注
意
の
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
。

　
　
　
し
か
し
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
す
で
に
民
会
性
を
そ
な
え
た
個
人
を
も
社
会
の
形
成
者
と
し
て
は
取
り
扱
わ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
そ
の
態
度

　
　
な
り
行
為
な
り
に
還
元
し
て
釜
会
的
事
実
の
成
立
や
継
起
の
必
然
性
を
説
明
す
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
彼
は
一
貫
し

　
　
て
方
法
論
的
個
人
主
義
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
被
会
学
主
義
の
方
法
は
、
社
会
学
上
の
諸
問
題
の
実
際
の
扱
い
に

　
　
お
い
て
、
極
め
て
有
効
な
成
果
を
約
淫
す
る
所
以
を
自
ら
立
証
し
て
み
せ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
彼
の
論
議
は
＝
風
習
に
集
団
主
義
を
貫
く

　
　
こ
と
か
ら
生
ず
る
難
点
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
　
（
王
）
　
づ
勺
母
。
。
o
気
圏
菊
9
哨
●
ご
ご
賦
㊦
。
。
鋤
口
繕
¢
》
●
ω
竃
。
。
v
≦
o
弾
器
餐
℃
鶯
℃
2
。
・
ぎ
昏
④
盛
ざ
。
蔓
。
出
｝
。
件
δ
p
お
紹
“
マ
嶺
◆

　
　
　
（
2
）
　
9
℃
貯
σ
q
φ
計
い
。
甘
σ
q
①
ヨ
。
纂
ヨ
。
鏡
圃
畠
o
N
ぽ
鉱
露
計
6
。
。
O
》
℃
●
ω
総
・

　
　
　
（
3
）
（
4
）
鋭
9
＜
凄
9
冒
酔
壇
。
砦
象
8
餅
㌶
ω
。
。
巨
£
一
ρ
H
逡
⑩
》
や
δ
膳

　
　
　
（
5
）
客
頃
翫
ぴ
≦
霧
冨
い
．
曾
。
ζ
δ
謬
号
ω
ぴ
㊦
ω
。
幽
難
山
⇔
屋
蕾
鉱
器
ω
窃
○
薯
濠
猛
⑳
㍍
り
ω
ω
．

　
　
　
（
6
）
　
○
⇔
〈
窪
剛
①
び
8
●
畠
．
v
ワ
日
8
．

　
　
　
（
7
）
聾
≧
需
詳
国
鼠
♂
σ
霞
嘗
①
冒
⇔
園
長
の
ω
。
。
銘
◎
σ
q
ざ
6
ω
り
い
b
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鼠
①
山
e
弘
8
ど
ワ
お
9

　
　
　
（
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）
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づ
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。
同
学
ω
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¢
ξ
鎚
》
o
や
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一
『
篭
●
お
Φ
ふ
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．



三

　
　
　
集
合
意
識
と
い
う
、
直
接
の
観
察
を
拒
む
「
内
的
事
実
」
の
も
つ
客
観
的
な
実
在
性
を
、
経
験
科
学
の
立
場
か
ら
論
証
す
る
と
い
う
方
法

　
　
論
的
課
題
を
桂
会
学
に
課
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
集
合
意
識
の
概
念
構
成
に
当
た
り
、
例
え
ば
ル
・
ボ
ン
や
マ
ク
ド
ゥ
ガ
ル
が
群
衆
心
や

　
　
集
合
心
を
説
い
て
先
験
的
に
そ
れ
の
実
在
性
を
信
じ
た
よ
う
に
は
、
集
合
意
識
の
実
在
性
を
主
張
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
集
合
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
）

　
　
識
が
形
而
上
学
的
な
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
た
と
い
う
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
批
判
は
当
た
ら
な
い
。
ま
た
反
対

　
　
に
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
オ
ル
ポ
ー
ト
な
ど
が
後
に
試
み
た
よ
う
に
、
集
合
意
識
の
実
在
性
を
純
粋
に
量
的
な
諸
個
人
の
刺
激
と
反
応
に
還
元
す

　
　
る
企
図
か
ら
も
自
ら
を
区
別
す
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
よ
れ
ば
、
集
合
意
識
は
鰯
人
の
意
識
に
還
元
で
き
な
い
独
自
の
実
在
で
あ
る
し
、
ま

　
　
た
物
象
化
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
の
経
験
的
に
認
め
ら
れ
る
実
在
性
を
問
え
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
個
人
意
識
を
お
い

　
　
て
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
「
祉
会
は
個
人
意
識
の
な
か
に
の
み
、
ま
た
そ
れ
を
通
じ
て
の
み
存
在
し
う
る
」
（
門
6
ω
h
負
ヨ
の
ω
傷
ぼ
B
o
導
蝕
円
Φ
ω
匹
。
㌶

　
　
〈
δ
邑
喧
①
霧
ρ
お
這
”
や
昏
。
8
）
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
集
合
意
識
は
個
人
内
在
的
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
す
ぐ
れ
て
集
合
的

　
　
な
「
態
度
」
や
「
行
為
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
ル
バ
ー
ト
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
社
会
の
実
在
性
を
論
じ
た
け
れ
ど

　
　
も
、
諸
個
人
と
そ
の
結
合
と
い
う
基
本
事
実
か
ら
切
離
し
て
集
合
意
識
の
超
越
的
実
在
性
を
説
い
て
い
な
い
。
こ
の
理
由
か
ら
い
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
彼
の
立
場
は
実
質
的
面
会
実
在
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
結
含
的
な
い
し
関
係
的
実
在
論
と
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
集
合

　
　
意
識
は
そ
の
発
生
起
源
に
つ
い
て
い
え
ば
、
燗
人
意
識
と
は
別
個
の
基
体
、
す
な
わ
ち
全
体
と
し
て
の
社
会
の
存
在
様
式
に
基
礎
を
お
く
。

　
　
ま
た
機
能
の
う
え
か
ら
い
え
ぱ
、
そ
れ
は
個
人
の
心
的
機
能
と
は
独
立
に
機
能
す
る
思
惟
や
行
為
の
仕
方
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
集
合

　
　
意
識
は
「
社
会
が
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
思
惟
す
る
」
と
こ
ろ
の
、
ま
た
「
集
団
が
霞
己
に
春
菊
す
る
客
体
と
の
関
係
に
お
い
て
自
ら

　
　
を
考
え
る
仕
方
し
で
あ
る
と
表
現
で
き
よ
う
へ
菊
伽
潮
懸
無
．
審
さ
。
。
巴
G
や
×
姦
）
。
周
知
の
よ
う
に
、
社
会
形
態
学
と
共
に
社
会
学
の
特
殊

鵬
　
な
研
究
部
門
と
し
て
重
視
さ
れ
た
祉
会
生
理
学
は
、
集
A
口
的
な
思
惟
な
い
し
行
為
の
諸
様
式
が
個
人
の
意
図
と
は
独
立
に
被
会
有
機
体
の

工　
　
　
　
　
　
社
会
的
事
実
と
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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究
　
　
五
百
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ハ
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一
二
四

6412

@
存
在
条
件
と
し
て
に
な
う
「
機
能
的
現
象
」
の
実
態
把
握
を
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
社
会
学
主
義
の
主
張
に
お
い
て
日
的
論
的
な

　
　
接
近
法
が
斥
け
ら
れ
た
理
由
も
、
脂
的
因
を
機
能
か
ら
区
別
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
機
能
主
義
的
方
法
に
そ
の
理
論
的
根
拠
が
あ
っ
た
も
の

　
　
と
い
え
よ
う
。
彼
は
社
会
生
活
の
機
能
的
現
象
の
な
か
で
も
特
に
道
徳
的
理
想
の
機
能
を
重
視
す
る
。
社
会
の
連
帯
や
調
和
に
資
す
る
道

　
　
徳
の
理
想
的
効
果
こ
そ
が
、
彼
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
大
の
主
題
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
同
じ
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
も
行
為
の
意
味
を
追
究
し
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
意
味
を
彼
は
行
為
主
体
の
動
機

　
　
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
理
解
し
な
い
。
そ
れ
は
主
観
的
に
思
念
さ
れ
た
意
味
で
は
な
く
、
社
会
的
事
実
の
規
定
を
受
け
行
為
主
体
の
内
に
作
用

　
　
す
る
「
客
観
的
な
意
味
」
で
あ
る
。
そ
れ
の
内
容
は
行
為
主
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
独
自
の
妥
当
性
に
お
い
て
問
題
視
さ
れ
う
る
も
の
で

　
　
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と
の
た
め
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
「
社
会
生
活
は
そ
こ
に
参
加
し
て
い
る
人
々
か
ら
作
ら
れ
る
と
い
う
概
念
に
よ
っ

　
　
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
意
識
を
の
が
れ
て
い
る
深
い
原
因
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
史
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
唯
物
論
の
主
張
に
深
い
賛
同
を
示
し
た
。
ま
た
同
じ
理
由
の
た
め
に
、
彼
は
社
会
学
者
に
向
か
い
、
人
々
が
自
ら
述
べ
て
い
る
種
々
の
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
機
を
無
条
件
に
信
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
注
意
を
く
り
か
え
し
強
調
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
価
人
は
自
ら
の
意
志
で
目
的
を
選
ぶ
極

　
　
め
て
能
動
的
な
行
為
の
主
体
で
あ
り
な
が
ら
、
客
観
的
に
は
自
己
の
創
造
し
た
の
で
は
な
い
「
社
会
的
な
も
の
」
の
拘
束
を
受
け
る
と
い

　
　
う
洞
察
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
パ
レ
ー
ト
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
、
ウ
ェ
ー
バ
…
の
諸
学
説
を
批
判
酌
に
検
討
し
て
、
独
自
の
行
為
理
論
を
展
開
し

　
　
た
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
、
特
に
デ
．
一
ル
ケ
ム
か
ら
導
き
出
し
た
思
考
の
基
本
的
な
一
つ
の
部
分
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
　
　
個
人
の
う
ち
に
内
在
的
で
あ
る
が
、
大
抵
は
「
個
人
の
意
識
を
の
が
れ
て
い
る
」
集
合
意
識
は
、
内
的
に
思
考
し
演
繹
す
る
こ
と
な
く
、

　
　
外
界
を
観
察
す
る
よ
う
に
外
か
ら
観
察
す
る
の
で
な
け
れ
ば
把
握
し
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
方
法
論
と
し
て
実
証
主

　
　
義
を
主
張
し
た
理
由
も
、
全
く
の
と
こ
ろ
、
彼
の
社
会
学
が
対
象
と
す
る
「
内
的
事
実
」
の
右
の
よ
う
な
特
性
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
し
か
し
実
証
主
義
の
方
法
論
そ
の
も
の
に
関
し
て
い
え
ば
、
彼
は
そ
の
全
著
作
を
通
じ
て
こ
の
立
場
を
貫
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
道

　
　
徳
や
宗
教
を
論
じ
た
後
期
の
著
作
に
お
い
て
、
彼
は
社
会
的
価
値
や
観
念
の
「
内
的
意
味
」
に
直
接
迫
る
解
釈
的
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
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明
ら
か
に
こ
れ
は
、
実
証
主
義
の
方
法
を
自
ら
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
方
、
社
会
的
事
実
の
拘
束
を
受
け
る
個
人
の
動
機
や
行
為
の
扱
い
に
つ
い
て
い
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彼
は
最
初
か
ら
一
貫
し
て
実
証
主
義
春
で
は
な
か
っ
た
。
　
『
法
社
会
学
』
、
の
な
か
で
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
点
に
触
れ
た
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
客
観
的
方
向
へ
の
志
向
傾
向
の
強
い
デ
ュ
ル
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
も
最
後
に
は
入
間
行
為
に
関
し
そ
の
内
的
意
味
を
研
究
す
る
必
要
性
を
認
め
る
に
到

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
た
と
書
い
て
い
る
が
、
行
為
を
扱
う
方
法
と
し
て
の
主
観
主
義
は
最
初
か
ら
変
わ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
立
場
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
行
為
論
そ
の
も
の
を
主
題
と
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
っ
た
彼
は
、
行
為
論
の
方
法
を
体
系
的
な
形
で
は
展
開
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
、
必
ず
し
も
彼
の
意
図
し
な
か
っ
た
こ
の
経
過
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
デ
ュ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
ム
の
社
会
学
を
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
行
為
論
に
連
結
さ
せ
る
積
極
的
な
意
義
を
に
な
う
結

果
と
も
な
っ
た
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
主
意
主
義
（
〈
〇
一
仁
O
酔
⇔
同
所
こ
自
諺
）
を
基
調
と
す
る
行
為
理
論
の
構
築
に
当
た
り
、
ウ
ェ

ー
バ
ー
と
岡
一
次
元
で
デ
ェ
ル
ケ
ム
学
説
を
検
討
し
、
両
者
か
ら
等
し
く
理
論
構
成
の
素
材
を
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が

可
能
と
さ
れ
た
理
由
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
行
為
を
扱
う
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
主
観
的
方
法
の
ゆ
え
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
独
自
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
解
釈
に
お
い
て
、
社
会
的
事
実
を
客
観
的
に
、
す
な
わ
ち
「
物
」
と
し
て
取
扱
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
方
法
論
的
規
準
の
宣
言
の
な
か
で
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
客
観
性
の
意
味
を
二
重
に
用
い
た
経
緯
を
衝
い
て
わ
れ
わ
れ
の
注
意

　
　
　
（
6
）

を
喚
起
す
る
。
第
一
の
意
味
は
、
社
会
的
事
実
は
そ
れ
を
表
現
す
る
意
識
主
体
か
ら
切
り
離
し
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
「
外
か
ら
」
研
究

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
科
学
上
の
要
請
で
あ
る
。
こ
の
第
一
の
意
味
が
、
内
省
法
を
斥
け
先
予
観
念
を
遠
ざ
け
る
と
い
う
「
研
究
対
象
に

向
か
う
観
察
者
の
心
構
え
」
を
規
定
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
第
二
の
そ
れ
は
、
社
会
的
事
実
が
そ
れ
の
表
現
主
体
に
と
っ
て
は
所
与
の

「
物
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
恐
ら
く
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
第
一
の
意
味
で
方
法
論
の
規
準
を
述
べ
た
と
き
、
対
象
と
な
る
物
が
聖
人
の
意

　
　
　
　
歓
会
的
事
実
と
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薫
五
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図
を
こ
え
た
客
観
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
「
釜
会
的
事
実
は
意
志
の
燐
産
で
あ
る
ど
こ
ろ

　
　
か
却
っ
て
外
か
ら
意
志
を
規
定
す
る
」
（
困
ゆ
σ
q
◆
　
唱
噸
　
卜
Q
O
）
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
縫
会
学
の
出
発
点
は
、
こ
の
よ
う
な
物
を
社
会
的
事
実
と
し
て

　
　
の
特
性
に
お
い
て
把
握
し
、
そ
れ
を
社
会
学
的
方
法
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
行
為
論
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
行

　
　
為
状
況
内
の
、
い
わ
ゆ
る
「
欄
度
」
的
側
面
、
す
な
わ
ち
「
観
念
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
環
境
」
の
分
析
を
深
め
る
と
い
う
特
殊
な
意
義

　
　
を
に
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
社
会
的
事
実
の
扱
い
に
は
厳
格
な
実
証
主
義
表
で
あ
ろ
う
と
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ム
も
、
ひ
と
た
び
、
そ
の
実
在
性
が
経
験
的

　
　
に
認
め
ら
れ
る
個
人
意
識
な
い
し
行
為
の
分
析
に
か
か
わ
る
と
き
は
、
観
察
者
の
立
場
を
捨
て
、
行
為
者
の
観
憲
に
立
と
う
と
す
る
。
わ

　
　
れ
わ
れ
は
、
例
え
ば
『
自
殺
論
』
の
な
か
で
、
自
殺
の
心
理
学
的
説
開
を
予
め
強
く
拒
否
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ア
ノ
ミ
ー
状
態
の
現
象
記

　
　
述
に
か
か
る
と
き
、
彼
が
極
め
て
鋭
い
内
観
心
理
学
者
に
か
わ
っ
て
い
る
経
緯
を
よ
く
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
裡

　
　
会
分
業
論
』
申
の
ス
ペ
ン
サ
ー
批
判
に
し
て
も
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
論
点
は
、
　
ス
ペ
ン
サ
ー
が
分
析
の
基
本
と
し
た
原
子
論
・
呂
的
論
が

　
　
「
社
会
的
な
も
の
」
の
説
閥
根
拠
を
提
供
し
な
い
と
い
う
点
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
祉
会
を
個
人
か
ら
演
繹
し
よ
う
と
す
る
功
利
主
義
に

　
　
対
す
る
彼
の
批
判
も
、
個
人
の
扱
い
に
関
し
て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
同
一
の
主
観
的
観
点
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
直
接

　
　
観
察
で
き
な
い
「
内
的
事
実
」
を
観
察
可
能
な
変
数
を
通
じ
て
と
ら
え
る
と
い
う
「
指
標
的
方
法
」
に
し
て
も
、
社
会
的
事
実
に
つ
い
て

　
　
厳
密
に
行
な
っ
た
と
同
一
の
方
法
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
（
例
え
ば
、
後
に
態
度
に
つ
い
て
オ
ル
ポ
ー
ト
等
が
適
用
し
た
よ
う
に
）
個
人

　
　
の
態
度
や
行
為
に
つ
い
て
実
施
し
て
い
な
い
。
こ
の
理
由
か
ら
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
学
を
主
観
的
範
疇
を
排
除
す
る
行
動
主
義
の
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
と
同
一
視
す
る
解
釈
は
、
事
実
を
正
当
に
評
価
し
て
い
な
い
と
い
わ
な
げ
れ
ば
を
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
　
P
9
5
忌
。
F
、
、
ピ
。
實
。
び
凝
き
。
〔
副
Φ
莚
8
湯
。
…
§
8
。
＆
。
。
口
繕
〔
『
蕊
回
鋤
弓
・
o
息
。
ご
σ
q
冨
〔
δ
9
蕊
＾
】
益
欝
、
、
ミ
、
ミ
長
く
8
巴
§
簿
。
讐
Φ
｝
冨

　
号
莚
ω
0
9
0
δ
α
q
四
ρ
δ
β
φ
乙
・
㊦
8
轟
斜
お
O
O
い
6
①
も
。
”
署
◆
で
鱒
v
同
O
i
蔦
繭

（
2
）
　
と
鷲
詳
。
や
簿
‘
聴
。
峯
㎝
為
．



（
3
）
ひ
。
鼠
・
｝
邑
夢
．
、
冨
爵
。
亙
》
摸
昆
・
”
寵
・
『
霞
目
§
8
鼠
呂
暴
一
銭
・
疑
。
蝕
H
、
募
ε
賞
、
．
寄
・
器
℃
毘
。
。
・
。
讐
ρ
器
”
×
訟
メ

　
H
G
Q
¢
メ
ワ
の
心
G
o
●

（
4
）
　
O
薯
臨
ぽ
び
。
ワ
9
‘
℃
。
G
。
し
。
■

（
5
）
ρ
○
霞
く
ぎ
『
Q
。
。
。
§
。
讐
○
｛
ピ
箋
㍍
り
寒
℃
山
①
「

（
6
）
評
屋
。
妻
ω
鐸
蓉
蜜
お
・
…
－
〉
ワ
鍍
り
．

（
7
）
葦
野
署
・
。
。
0
9
。
。
畠
●

　
　
　
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
社
会
現
象
は
客
観
的
な
外
物
（
o
げ
8
①
ω
①
揖
脅
δ
購
書
）
と
し
て
研
究
さ
れ
る
と
き
に
「
社
会
的
な

　
　
も
の
」
と
な
る
（
菊
伊
σ
q
・
　
℃
’
　
H
O
Q
）
。
主
観
に
対
し
て
外
に
あ
る
と
い
う
社
会
事
象
の
こ
の
特
性
は
、
周
知
の
よ
う
に
外
在
性
と
名
づ
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
た
。
し
か
し
外
在
性
は
雛
会
事
象
の
唯
扁
の
指
標
で
は
な
い
。
特
定
事
象
が
社
会
的
と
な
る
た
め
に
必
要
な
要
請
と
し
て
、
彼
は
拘
束
性

　
　
（
8
⇔
霞
鉱
弦
①
）
と
い
う
特
性
を
第
二
に
あ
げ
る
。
こ
の
特
性
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
も
こ
と
わ
る
よ
う
に
、
社
会
的
事
実
の
本
質
を
規
定
す
る

　
　
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
観
察
者
に
と
っ
て
研
究
領
域
を
限
定
す
る
た
め
の
外
的
指
標
の
意
義
し
か
も
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、

　
　
社
会
的
事
実
は
「
唯
一
の
顕
著
な
特
性
し
か
も
ち
え
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い
」
（
男
£
．
責
馬
p
。
8
留
鱒
。
睾
も
’
×
×
）
で
あ
ろ
う
。
し
か

　
　
し
方
法
論
上
の
こ
の
強
い
宣
言
に
も
拘
わ
ら
ず
、
集
合
意
識
が
社
会
的
事
実
と
し
て
も
つ
独
自
の
特
性
を
中
心
に
論
述
が
進
め
ら
れ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
き
、
拘
束
は
社
会
的
事
実
の
本
質
を
規
定
す
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
同
時
に
こ
の
特
性
の
意
味
の
変
化
を
も
表
明
す

　
　
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
一
般
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
デ
．
一
ル
ケ
ム
の
い
う
拘
束
に
は
い
く
つ
か
の
異
な
る
内
容
が
含
ま
れ
、
意
味
の
明
確
さ
が
著
し
く
欠
け

　
　
て
い
た
。
ラ
コ
ン
プ
に
よ
れ
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
集
合
意
識
の
拘
束
を
一
瓢
つ
の
異
な
る
意
味
に
用
い
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
　
一
種
の
威

67

@
光
に
基
づ
く
行
為
の
準
則
と
し
て
の
命
令
作
用
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
、
わ
れ
わ
れ
が
背
こ
う
と
す
る
と
き
制
裁
に
よ
っ

12　
　
　
　
　
社
会
的
事
実
と
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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@
て
現
わ
れ
る
威
圧
の
意
味
で
あ
る
。
第
二
は
、
確
定
平
な
様
式
に
よ
っ
て
行
為
し
な
い
な
ら
ば
失
敗
す
る
と
い
う
罰
を
受
け
る
た
め
に
、

　
　
そ
の
様
式
を
強
制
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
拘
束
で
あ
り
、
第
三
は
、
例
え
ば
人
口
の
都
市
集
中
を
諸
個
人
に
強
い
る
よ
う
な
「
世
論
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
潮
流
」
（
8
罎
鋤
艮
魁
。
鉱
ゑ
。
⇔
）
や
集
合
的
～
圧
力
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
拘
束
作
用
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
社
会
的
事
実
と
し
て
と
ら
え
る
集
合
意
識
は
、
も
と
も
と
、
機
能
約
に
分
化
し
た
特
定
の
桂
会
的
脈
絡
内

　
　
で
必
ず
し
も
具
象
化
さ
れ
る
必
要
の
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
一
般
淫
の
高
い
「
理
念
的
存
在
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
が

　
　
後
に
こ
れ
を
社
会
的
現
実
の
深
さ
の
諸
層
（
膨
一
一
①
湊
魯
鷲
○
敏
滋
。
償
同
）
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
の
現
実
的

　
　
な
存
在
形
態
は
甚
だ
多
様
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
、
こ
の
よ
う
な
多
元
的
層
位
の
な
か
で
「
難
度
的
な
も

　
　
の
」
や
「
構
造
的
事
実
」
の
よ
う
な
「
結
昆
化
し
た
形
態
」
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
し
に
、
そ
れ
ら
の
な
か
に
滲
透
し
て
い

　
　
る
「
被
会
生
活
の
自
由
な
流
れ
し
の
屡
位
に
お
い
て
社
会
的
慕
実
を
と
ら
え
た
と
き
、
こ
の
事
実
の
拘
束
は
右
の
第
三
の
意
味
で
用
い
ら

　
　
れ
た
。
例
え
ば
『
自
殺
論
』
の
な
か
で
、
彼
は
「
一
定
の
強
度
を
以
っ
て
陰
々
を
自
殺
に
お
い
や
る
集
合
的
傾
向
」
の
作
用
を
問
題
と
し
、

　
　
そ
の
内
容
に
関
し
て
利
己
主
義
・
愛
他
主
義
・
ア
ノ
ミ
ー
・
宿
命
主
義
と
い
う
、
理
論
的
に
支
持
で
き
る
四
つ
の
基
本
類
型
を
区
別
し
た
。

　
　
「
割
合
は
社
会
に
よ
っ
て
異
な
る
が
…
…
（
こ
れ
ら
の
）
異
な
っ
た
、
し
か
も
、
相
反
す
る
方
向
に
人
々
を
導
く
世
論
の
潮
流
が
共
存
し

　
　
な
い
社
会
は
存
在
し
な
い
」
（
ω
銭
。
●
ワ
。
。
①
。
。
）
。
彼
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
集
合
意
識
の
こ
の
諸
傾
向
は
個
人
に
と
っ
て
抵
抗
が
不
可
能
な

　
　
「
物
理
的
強
面
力
扁
を
そ
な
え
た
固
有
の
存
在
で
あ
っ
て
、
「
宇
密
力
と
同
様
に
実
在
す
る
力
」
で
あ
る
（
ω
鼠
ρ
竈
噸
。
。
似
。
。
・
り
）
。
そ
れ
ら

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
外
部
か
ら
働
い
て
人
々
を
行
動
さ
せ
る
力
の
全
体
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
種
々
の
自
殺
に
伴
う
個
人
的
状
態
が
集
合
体
の
こ
の
よ

　
　
う
な
傾
向
の
多
少
共
特
殊
な
反
膜
で
あ
り
、
個
人
の
主
体
的
な
自
殺
行
為
も
、
こ
の
何
れ
か
の
傾
向
が
個
人
に
侵
入
（
冨
鼠
霞
草
醇
）
す
る

　
　
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
主
張
し
（
も
つ
鉱
。
。
℃
’
。
。
し
。
①
）
、
そ
の
よ
う
な
経
過
を
極
め
て
確
か
な
経
験
的
事
実
に
よ
っ
て
論
証
し
た
。
こ

　
　
の
種
の
拘
束
が
自
然
的
拘
束
と
殆
ん
ど
同
義
に
と
ら
え
ら
れ
た
理
由
は
、
第
　
に
、
そ
れ
の
も
つ
力
の
源
泉
が
社
会
的
事
実
自
体
の
道
徳

　
　
納
権
威
に
基
づ
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
管
掌
は
そ
の
拘
束
に
一
切
の
精
果
を
度
外
視
し
て
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た



　
　
め
に
従
う
の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
そ
れ
は
制
裁
の
回
避
を
本
質
契
機
と
す
る
拘
束
で
は
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
宇
宙
力
に
た
と
え
ら
れ

　
　
た
。
す
な
わ
ち
、
人
々
は
こ
の
画
論
の
潮
流
に
対
し
て
、
不
快
な
結
果
を
避
け
た
り
物
的
精
神
的
懲
罰
を
の
が
れ
た
り
、
あ
る
い
は
報
賞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
を
得
た
り
す
る
た
め
に
服
す
る
の
で
は
な
い
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
再
組
織
の
指
導
理
念
を
道
徳
の
う
ち
に
求
め
る
と
い
う
実
践
的
な
課
題
に
よ
っ
て
立
論
の
携
導
が
な
さ
れ
て
い

　
　
た
デ
．
一
ル
ケ
ム
は
、
社
会
が
実
際
に
生
み
出
し
て
い
る
も
の
の
現
状
分
析
に
関
心
を
限
っ
て
い
な
い
。
そ
の
拘
束
の
論
議
は
、
ラ
コ
ン
ブ

　
　
が
あ
げ
る
第
一
の
意
味
に
お
い
て
む
し
ろ
徹
底
さ
れ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
殺
論
の
内
容
も
、
世
論
の
潮
流
の
も

　
　
つ
拘
束
が
現
実
に
諸
個
人
の
う
ち
に
生
み
出
し
た
病
理
的
結
果
（
自
殺
）
の
実
証
的
研
究
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
道
融
融
実
在
と

　
　
し
て
の
「
集
合
力
」
が
國
有
に
も
つ
「
道
徳
的
圧
力
」
の
意
義
を
、
実
践
的
諜
題
に
結
び
つ
け
て
強
調
す
る
こ
と
に
中
心
の
課
題
が
求
め

　
　
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
道
徳
的
事
象
に
対
す
る
方
法
論
そ
の
も
の
に
し
て
も
、
彼
の
思
想
の
発
展
に
伴
っ
て
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。

　
　
先
ず
、
　
「
実
証
科
学
の
方
法
に
し
た
が
っ
て
道
徳
生
活
の
諸
事
実
を
扱
う
」
　
（
U
罫
9
嶺
瓢
p
。
8
号
一
．
盆
‘
ワ
藁
〆
§
）
こ
と
を
主
題
と

　
　
す
る
『
社
会
分
業
論
』
に
お
い
て
は
、
外
部
的
指
標
を
通
じ
て
道
徳
を
研
究
す
る
と
い
う
実
証
主
義
の
方
針
が
注
意
深
く
実
行
さ
れ
た
。

　
　
こ
の
理
由
か
ら
、
道
徳
を
法
か
ら
区
別
す
る
規
準
は
、
専
ら
侵
害
の
「
外
」
的
結
果
（
H
制
裁
）
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

　
　
一
・
客
観
的
方
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
哲
学
会
で
行
な
わ
れ
た
講
演
『
道
徳
的
事
実
の
決
定
』
（
お
O
①
）
に
お
い
て
は
放
棄
さ
れ
、
否
定
的
・
肯
定
的

　
　
濁
制
裁
作
用
に
頬
応
ず
る
真
薦
的
な
、
ま
た
～
層
本
質
的
な
相
違
が
重
要
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
事
実
が

　
　
雰
難
や
刑
罰
な
ど
の
棚
裁
を
伴
う
の
は
、
道
徳
的
鵬
規
定
を
構
…
成
す
る
義
務
と
い
う
特
質
に
よ
る
た
め
で
あ
る
が
、
こ
の
特
質
は
道
徳
的
規

　
　
定
の
抽
象
的
な
一
つ
の
蓑
相
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
行
為
者
の
自
発
性
に
関
連
づ
け
て
道
徳
的
事
実
の
一
華
墓
本
的
な
特
質
で
あ
る

　
　
「
望
ま
し
さ
」
（
餌
価
◎
◎
圃
村
帥
び
鵠
凶
替
継
）
な
い
し
「
望
ま
し
い
も
の
と
い
う
特
性
」
を
第
二
の
要
素
と
し
て
重
視
す
る
（
も
り
8
．
簿
剛
）
護
。
。
。
も
ワ
α
O
山
）
。

　
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
行
為
主
体
の
主
意
性
を
表
示
す
る
こ
の
特
質
は
、
社
会
的
事
実
の
客
観
的
指
標
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
拘
束
・
強
制

69

@
の
概
念
か
ら
は
、
は
み
繊
る
反
対
の
特
質
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
（
力
伽
α
q
．
箕
象
9
8
結
さ
。
。
幾
‘
罵
．
湊
・
髪
ψ
。

12　
　
　
　
　
　
社
会
的
事
実
と
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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甜
響
櫛
ず
研
究
　
　
照
臨
｝
臼
山
ハ
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

　
道
徳
の
論
述
に
み
ら
れ
る
右
の
よ
う
な
傾
向
は
、
『
道
徳
教
育
論
』
（
ピ
、
亀
g
9
§
ヨ
。
邑
ρ
6
b
。
α
）
に
お
い
て
一
層
強
め
ら
れ
た
。
そ

こ
で
は
、
ラ
コ
ン
ブ
に
よ
っ
て
あ
げ
ら
れ
た
第
二
の
意
味
の
拘
束
（
「
条
件
と
し
て
の
拘
束
」
）
は
、
第
二
次
的
強
舗
様
式
で
し
か
な
い
。

権
威
こ
そ
が
拘
束
の
第
一
次
的
源
泉
で
あ
る
。
社
会
的
事
実
が
個
入
の
主
観
の
次
元
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
、
道
徳
性
（
6
P
O
擁
⇔
四
海
伽
）
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
し
「
道
徳
的
気
分
」
の
論
究
が
深
め
ら
れ
る
と
き
、
個
人
の
心
的
態
度
と
し
て
の
道
徳
性
は
、
も
は
や
社
会
的
事
実
と
は
称
し
難
い
。

こ
の
主
張
段
階
に
お
い
て
、
道
徳
的
規
定
は
行
為
者
に
と
っ
て
駈
与
の
行
為
状
況
の
】
部
な
い
し
「
物
」
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
行
為
者
の
昌
的
自
体
の
構
造
内
に
内
在
化
し
、
行
為
の
事
実
上
の
経
過
を
い
わ
ば
内
か
ら
決
定
す
る
内
在
的
要
素
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ

ム
が
、
道
徳
に
よ
る
社
会
的
拘
束
を
論
ず
る
過
程
に
お
い
て
、
最
終
的
に
強
調
し
た
こ
の
よ
う
な
内
在
的
「
拘
束
」
（
「
規
律
に
従
う
こ
と

の
道
徳
的
義
務
」
）
と
は
、
要
す
る
に
、
コ
方
に
お
い
て
、
社
会
の
規
範
が
人
間
の
欲
望
表
現
を
規
制
・
限
定
す
る
と
い
う
意
味
で
、
社

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

会
は
個
人
に
と
っ
て
超
越
的
で
あ
る
が
、
他
方
に
お
い
て
は
、
社
会
が
人
聞
の
力
と
撞
僚
の
源
泉
で
あ
り
、
人
間
の
願
望
の
内
容
を
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
、
個
人
が
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
…
を
捧
げ
た
い
と
感
ず
る
超
越
的
な
目
標
を
提
供
す
る
と
い
う
意
味
で
、
社
会
は
個
人
に
と
っ
て
内
在
的
で

　
（
5
）

あ
る
篇
と
い
う
趣
旨
を
表
馴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
拘
束
は
、
同
じ
く
拘
束
と
い
わ
れ
て
も
、
欄
裁
の
よ
う
な
、
規
範
侵
害

の
外
的
結
果
の
回
避
を
契
機
と
す
る
「
条
件
の
も
つ
拘
束
」
と
は
基
本
的
に
区
別
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
区
別
は
、
パ
ー
ソ
ン

ズ
が
価
値
志
向
の
主
要
類
型
と
し
て
対
極
的
に
と
ら
え
た
「
内
在
化
」
（
言
霞
○
冨
。
島
○
昌
。
ユ
艮
Φ
ヨ
藻
録
ぎ
諜
）
と
「
便
宜
」
（
賃
℃
①
隻
窪
o
k
）

に
そ
れ
ぞ
れ
該
嶺
す
る
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
場
合
に
、
同
調
i
非
同
調
は
行
為
者
の
手
段
的
関
心
に
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
慰
者
の
場
合

は
、
そ
れ
に
同
調
し
て
行
為
す
る
こ
と
自
体
が
行
為
老
の
人
格
構
造
内
の
欲
求
性
向
と
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
同
調
の
結
果
が
手
段
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

有
意
義
か
ど
う
か
に
は
関
係
し
な
く
な
る
。

　
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
道
徳
の
二
要
素
で
あ
る
義
務
と
望
ま
し
さ
に
内
容
的
に
酋
応
ず
る
道
徳
性
の
要
素
と
し
て
、
規
罵
性
の
感
覚
と
道
徳

的
権
威
の
感
覚
と
か
ら
な
る
「
規
律
の
精
神
篇
、
お
よ
び
「
社
会
集
団
へ
の
愛
着
」
の
二
つ
を
あ
げ
た
が
、
　
こ
の
二
要
素
は
、
社
会
の
工

側
面
、
す
な
わ
ち
「
個
人
に
対
し
て
命
令
を
下
し
、
秩
序
を
求
め
」
抑
制
す
る
も
の
と
し
て
の
往
会
の
側
面
と
、
　
「
わ
れ
わ
れ
を
惹
き
つ



け
る
も
の
と
し
て
の
、
ま
た
実
現
す
べ
き
理
想
と
し
て
の
学
会
」
の
側
面
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
癒
す
る
（
臣
●
蓉
巴
も
鳥
。
。
）
。
デ
ュ
ル
ケ
ム

は
、
さ
ら
に
こ
の
二
要
素
を
統
一
す
る
第
三
の
要
素
と
し
て
「
道
徳
を
理
解
す
る
知
性
」
を
重
視
し
、
こ
れ
を
「
意
志
の
自
律
性
」
と
し

て
特
徴
づ
け
た
。
こ
の
要
素
の
ゆ
え
に
、
個
人
は
、
道
徳
が
権
威
を
も
つ
が
た
め
に
、
ま
た
所
属
集
繊
に
愛
着
す
る
が
た
め
に
、
受
動
的

に
そ
の
集
団
の
道
徳
を
内
在
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
デ
．
　
ル
ケ
ム
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
主
体
的
・
意
志
的
要
素
は
、
有

機
体
に
お
け
る
「
物
理
的
環
境
」
や
そ
の
他
の
非
社
会
的
な
「
外
界
」
の
諸
条
件
か
ら
も
全
く
独
立
し
た
自
律
的
・
能
動
的
な
要
素
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
も
は
や
、
実
証
主
義
と
い
う
自
然
科
学
の
脈
絡
で
は
直
接
的
に
説
明
さ
れ
難
い
、
す
ぐ
れ
て
主
観
的
な
要

素
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

裳
諺
3
ジ
零
G
・
σ
含
増
§
号
ω
（
剛
o
o
践
器
の
号
ω
0
9
0
ざ
σ
q
δ
賦
。
・
8
証
蒙
ρ
む
欝
”
勺
．
鐙
・

鶉
い
簿
8
ヨ
ぴ
ρ
ピ
9
鑓
侮
ぎ
山
。
。
。
○
息
○
δ
σ
q
5
琴
号
○
弩
｝
浄
Φ
剛
ヨ
い
ド
8
①
》
署
9
麟
心
。

6
め
鋒
O
母
尊
Φ
冒
”
い
、
亀
琴
践
8
鷺
。
藍
ρ
6
謡
…
蔭
。
亀
‘
6
①
曾
ワ
霧
．

い
餌
8
ヨ
ぴ
ρ
8
◎
o
デ
や
お
．

旨
窯
曙
①
さ
．
．
雪
融
く
雛
舞
騨
ヨ
髄
鼠
ω
0
9
銑
騨
霞
ぼ
O
¢
葺
｝
或
夢
．
、
ミ
内
．
鵠
●
≦
o
漆

8
評
吋
。
。
o
霧
”
6
匿
ω
o
。
聾
ω
鴫
。
。
3
β
6
窃
ピ
℃
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。
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メ

（
○
＾
じ
”
国
語
H
①
∪
賛
葬
Φ
陣
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お
③
9
や
齢
「

五

　
　
　
社
会
的
事
実
と
し
て
の
特
性
に
お
い
て
社
会
現
象
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
当
初
か
ら
の
社
会
学
の
構
想
に
お
い
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、

　
　
「
往
会
」
が
そ
れ
自
体
客
観
的
な
体
系
と
し
て
理
解
さ
れ
る
「
集
舎
的
な
行
為
様
式
し
　
（
あ
る
い
は
集
合
意
識
）
で
あ
る
と
み
な
し
、
祉

　
　
会
的
事
実
の
標
識
を
、
こ
の
体
系
が
個
人
の
う
え
に
加
え
る
拘
束
の
な
か
に
見
出
し
た
。
し
か
し
彼
の
社
会
的
拘
束
論
は
、
す
で
に
述
べ

　
　
た
よ
う
に
、
「
条
件
の
も
つ
拘
束
」
か
ら
、
「
規
律
に
従
う
こ
と
の
道
徳
的
義
務
」
と
い
う
人
格
に
内
在
的
な
拘
束
へ
と
大
き
く
そ
の
論
点

蹴
が
移
行
し
て
い
る
。
．
あ
よ
う
な
論
点
の
変
化
は
、
方
法
論
的
に
い
．
姦
、
社
会
的
妻
の
扱
い
に
関
し
て
彼
が
最
初
に
宴
一
・
し
た
実
証

1
　
　
　
　
　
　
被
会
的
事
実
と
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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暫
幽
ず
研
究
　
　
五
百
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

主
義
の
立
場
が
崩
れ
ゆ
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
変
化
は
同
時
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
学
体
系
に
お
い
て
、
外
在
的
拘
束
（
な

い
し
条
件
の
も
つ
拘
束
）
の
論
議
が
大
き
く
主
題
か
ら
騰
落
し
て
ゆ
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。
社
会
的
拘
束
の
論
議
を
め
ぐ
る
デ
ュ
ル
ケ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
こ
の
よ
う
な
思
考
の
変
化
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
っ
て
最
も
綿
密
に
た
ど
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
、
経
験
的
な
諸
事
実

を
ふ
ま
え
な
が
ら
構
成
さ
れ
た
デ
ュ
ル
ケ
ム
理
論
の
主
要
な
部
分
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
極
め
て
抽
象
的
な
概
念
図
式
の
要
素
の
一
部
と
し

て
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
道
徳
の
社
会
学
理
論
に
お
い
て
最
後
に
到
達
し
た
道
徳
的
権
威
に

関
す
る
見
解
の
な
か
に
、
　
「
正
当
性
の
秩
序
」
を
述
べ
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
観
念
と
共
通
の
要
素
を
認
め
、
社
会
学
の
こ
の
両
先
哲
が
行
為

の
論
述
に
お
い
て
は
か
ら
ず
も
共
通
に
右
図
し
た
事
実
、
す
な
わ
ち
、
個
人
が
行
為
の
主
体
と
し
て
独
自
に
も
つ
主
体
的
・
自
律
的
性
格

が
集
団
共
有
的
な
規
範
的
価
値
体
系
の
「
委
託
」
に
よ
っ
て
究
極
的
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
事
実
を
理
論
欝
成
の
一
つ
の
主
要
な
串
発
点

と
し
な
が
ら
、
聖
誕
の
主
意
主
義
的
行
為
理
論
の
構
想
を
深
め
た
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
の
積
極
的
な
結
び
つ
き
に
観
点
を
限
っ
て
い
え
ば
、

パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
基
礎
概
念
で
あ
る
社
会
的
事
実
を
事
物
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
極
端
な
い
し
素
朴
な
桂
会
学
的
実
在
論

に
は
し
る
過
っ
た
企
図
を
一
切
拒
否
し
、
被
会
的
事
実
を
主
観
化
的
な
方
法
に
よ
っ
て
と
ら
え
た
。
彼
は
、
　
「
社
会
的
な
も
の
」
を
儀
人

の
「
理
解
で
き
る
行
為
」
に
還
発
し
て
把
握
す
る
と
い
う
個
人
主
義
的
な
方
針
を
貫
く
研
究
方
向
に
お
い
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
理
論
を
発
展

さ
せ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
本
稿
の
課
題
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
発
展
の
経
過
を
検
討
す
る
こ
と
が
当
然
要
求
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
パ
…
ソ
ン
ス
は
、
縫
会
に
関
す
る
経
験
的
知
識
を
概
念
的
に
図
式
化
す
る
た
め
に
必
要
な
一
定
の
叙
述
的
準
拠
枠
と
し
て
、
　
「
行
為
の

図
式
」
（
①
O
鼠
O
雛
　
巧
自
O
げ
①
ヨ
①
）
を
先
ず
設
定
す
る
。
そ
の
図
式
に
お
い
て
分
析
の
基
礎
的
単
位
は
「
単
位
行
為
」
で
あ
る
が
、
こ
の
単
位
行

為
は
、
論
理
的
に
四
つ
の
構
成
要
素
…
行
為
の
動
因
と
し
て
の
行
為
者
・
目
的
・
状
況
・
以
上
の
諸
要
素
間
の
関
係
の
一
定
の
様
式
と

し
て
の
規
範
的
志
向
（
騨
o
H
ヨ
跨
ぞ
①
○
ユ
Φ
艮
飴
賦
○
昌
）
…
か
ら
成
立
つ
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
こ
の
図
式
が
内
在
的
に
時
間
の
関
連
を
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

む
と
共
に
主
観
的
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
重
要
な
特
認
と
し
て
強
調
さ
れ
た
。
こ
の
図
式
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
的
行
為
論
に
お
い
て
基

礎
範
癖
と
さ
れ
た
「
目
的
舎
理
性
」
　
（
行
為
主
体
の
鶴
的
達
成
へ
の
合
理
的
考
量
）
を
基
軸
に
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か



　
　
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
主
意
主
義
に
基
づ
く
こ
の
行
為
図
式
の
要
点
は
、
鰹
節
…
手
段
の
脈
絡
の
な
か
で
行
為
主
体
が
独
自
に
も
つ

　
　
主
体
約
・
意
志
的
要
素
を
分
析
的
に
独
立
の
変
数
と
し
て
特
に
強
調
す
る
点
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
行
為
の
「
観
念
論
」
的
解
釈
を
論
難
す

　
　
る
過
程
の
な
か
で
自
己
の
所
論
を
深
め
た
経
過
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
彼
は
ご
兀
酌
に
「
観
念
論
し
的
説
明
を
貫
く
も
の
で
は
な

　
　
　
　
（
3
）

　
　
か
っ
た
。
ス
コ
ッ
ト
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
お
け
る
物
自
体
に
も
比
す
べ
き
「
条
件
」
と
い
う
客
観
的
要
素
が
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
乎
）

　
　
の
状
況
要
素
中
に
設
定
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
手
段
選
択
は
、
行
為
者
の
も
つ
「
独
立
し
た
、
決
定
的
な
選
定
要
因
」
（
雪
ぎ
仙
①
も
？

　
　
包
Φ
㌶
”
恥
匁
震
巳
審
富
ω
①
回
①
。
酔
ぞ
①
賦
。
8
贋
）
に
基
づ
い
て
遂
行
さ
れ
る
に
し
て
も
、
こ
の
選
定
は
「
状
況
が
二
者
択
一
を
許
容
す
る
限
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
「
行
為
者
の
統
欄
可
能
な
限
度
内
」
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
主
意
主
義
的
要
素
を
強
調
す
る
彼
の
行
為
論
は
、
行
為

　
　
状
況
に
よ
る
一
方
的
な
決
定
論
を
主
張
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
理
論
は
「
牛
耳
し
た
実
証
主
義
」
や
「
極
端
な

　
　
行
動
主
義
」
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
主
意
主
義
的
な
行
為
論
を
実
証
主
義
的
（
な
い
し
功
利
主
義
的
）
な
行
為

　
　
論
か
ら
区
別
す
る
主
要
な
点
は
、
前
者
が
爲
的
的
な
「
規
範
性
」
の
要
素
を
含
む
の
に
対
し
て
、
後
者
が
完
全
ま
た
は
部
分
的
に
こ
れ
を

　
　
無
事
す
る
こ
と
に
あ
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
図
式
の
二
元
論
的
性
格
が
ス
コ
ッ
ト
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
根
拠
も
、
彼
の
図
式
が
主
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
的
・
客
観
駒
爾
部
類
に
正
当
な
位
置
づ
け
を
あ
た
え
て
い
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
主
意
主
義
的
行
為
論
の
基
本
的
な
特
徴
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
と
同
じ
く
主
観
主
義
的
な
点
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

　
　
行
為
の
構
成
要
素
は
す
べ
て
行
為
者
の
観
点
か
ら
目
的
論
的
に
規
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
行
為
現
象
の
な
か
で
主
観
的
範
麟
に

　
　
基
づ
い
て
理
解
可
能
な
部
分
が
分
析
的
な
行
為
構
成
の
要
素
と
し
て
析
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
要
素
の
な
か
で
状
況
要
素
に
属

　
　
す
る
条
件
だ
け
は
、
先
述
の
よ
う
に
パ
…
ソ
ン
ス
の
図
式
に
お
い
て
唯
一
の
客
観
的
範
疇
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
範
疇
に
し
て
も
、
図
式

　
　
の
特
徴
が
主
観
的
な
点
に
求
め
ら
れ
る
た
め
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
い
う
「
物
」
と
し
て
の
社
会
的
事
実
も
行
為
者
の
主
観
か
ら
分
析
的
に

　
　
独
立
し
た
客
観
的
実
在
と
し
て
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
の
諸
側
面
な
い
し
諸
属
性
の
な
か
で
行
為
者
の
主
観
に
還
元
で
き
る
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

73

@
分
の
み
が
彼
の
図
式
の
な
か
で
は
問
題
と
な
る
。
行
為
状
況
の
範
麟
は
戦
後
に
展
嗣
さ
れ
た
「
行
為
の
一
般
理
論
」
の
な
か
で
は
、
い
わ

12
　
　
　
　
　
　
祉
会
的
事
実
と
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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@
ゆ
る
行
為
者
－
状
況
図
式
に
よ
っ
て
そ
の
位
置
が
体
系
的
に
整
理
さ
れ
、
状
況
の
構
造
自
体
の
分
析
が
強
調
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
け
れ
ど

　
　
も
、
主
意
主
義
的
行
為
論
を
構
想
し
た
戦
前
の
著
作
で
は
、
客
観
的
範
濤
そ
の
も
の
に
対
し
て
行
為
の
分
析
と
は
別
個
の
焦
点
を
当
て
た

　
　
記
述
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
理
論
の
評
価
に
し
て
も
、
戦
箭
に
は
奪
ら
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
統
翻

　
　
理
論
の
発
展
経
過
が
辿
ら
れ
、
道
徳
的
な
内
的
拘
束
の
概
念
が
最
も
重
視
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
体
系
の
統
合
に
関
す
る
理
論
構

　
　
成
に
対
し
て
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
先
駆
的
に
に
な
う
重
要
な
意
義
に
つ
い
て
は
、
構
造
－
機
能
理
論
を
深
め
た
戦
後
に
お
け
る
ほ
ど
の
積
極
的

　
　
な
注
意
は
は
ら
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
彼
の
社
会
学
主
義
の
主
張
に
お
い
て
、
行
為
条
件
で
あ
る
「
物
」
の
な
か
で
特
に

　
　
「
非
社
会
的
な
も
の
」
　
（
遺
伝
や
融
然
環
境
）
を
「
桂
会
的
な
も
の
」
か
ら
根
本
的
に
区
別
し
、
前
者
は
柱
会
学
に
と
っ
て
残
余
的
な
範

　
　
躊
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
学
の
因
果
的
な
説
明
原
理
と
し
て
は
、
後
者
こ
そ
が
専
一
的
に
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
い
も
の
で
あ
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
説
明
に
お
い
て
、
　
「
条
件
」
の
な
か
に
「
制
度
的
規
則
」
を
含
め
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
経
緯
か
ら
考

　
　
え
る
と
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
も
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
同
じ
「
社
会
的
な
も
の
」
を
行
為
者
の
観
点
に
お
い
て
璽
視
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か

　
　
し
、
主
意
主
義
そ
の
も
の
が
自
然
界
か
ら
囚
果
的
に
独
立
し
た
意
志
の
論
述
を
中
核
と
し
て
い
る
た
め
に
、
行
為
条
件
の
要
素
に
は
主
と

　
　
し
て
「
遺
伝
」
と
「
環
境
」
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
。

　
　
　
行
為
図
式
の
準
拠
単
位
は
「
自
我
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
生
物
有
機
体
と
し
て
の
行
為
者
の
生
物
学
的
諸
特
性
は
、
自
然
的
諸
環

　
　
境
が
行
為
の
外
的
状
況
を
構
成
す
る
の
と
全
く
同
一
の
意
味
に
お
い
て
「
状
況
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
我
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
行
為
の
経

　
　
過
に
対
し
手
段
と
し
て
役
立
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
パ
…
ソ
ン
ス
の
主
意
主
義
の
論
点
は
、
手
段
の
選
択
が
行
為
者
の
生

　
　
物
学
的
諸
条
件
や
そ
の
他
客
観
的
な
環
境
条
件
の
何
れ
に
も
依
存
せ
ず
、
あ
る
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
の
客
観
的
諸
条
件
と
は
因
果
的
に
独

　
　
号
し
た
要
因
1
1
行
為
主
体
の
「
独
立
し
た
、
決
定
的
な
選
定
要
因
」
一
の
影
響
の
も
と
に
選
定
が
な
さ
れ
る
と
い
う
事
実
に
求
め
ら

　
　
れ
る
。
こ
の
理
由
か
ら
、
単
位
行
為
を
構
成
す
る
要
素
の
な
か
で
特
に
重
視
さ
れ
た
「
規
範
的
志
向
」
は
、
　
「
行
為
老
が
一
定
の
状
況
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
な
か
で
日
的
達
成
の
た
め
の
種
々
の
択
一
的
な
諸
手
段
の
何
れ
か
を
意
志
的
に
選
択
決
定
す
る
態
度
篇
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
態
度



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
喪
）

　
　
が
行
為
者
の
観
点
か
ら
み
て
目
的
論
的
意
味
を
も
っ
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
要
素
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
そ
の
道
徳
論
に
お
い
て
最
終

　
　
的
に
到
達
し
た
行
為
の
主
意
的
要
素
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
要
素
は
、
　
「
理
解
で
き
る
」
行
為
の
分
析
的
な
図
式
の
な
か
で

　
　
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
り
明
確
な
位
麗
づ
け
が
あ
た
え
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
要
素
を
特
徴
づ
け
る
「
規
範
的
」
と
は
、
観
察
者
に
と

　
　
っ
て
論
理
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
後
に
行
為
の
一
般
理
論
で
重
視
さ
れ
た
「
規
範
的
規
制
」
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
文
化

　
　
の
構
成
要
素
に
関
連
す
る
側
面
に
は
必
ず
し
も
直
接
的
な
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
戦
前
の
著
作
に
お
い
て
、
文
化
体
系
の
積

　
　
極
的
な
論
述
が
、
人
格
体
系
の
そ
れ
と
共
に
欠
け
て
い
た
こ
と
は
、
戦
後
に
再
版
さ
れ
た
『
社
会
的
行
為
の
構
造
』
の
序
丈
中
に
彼
自
身

　
　
も
認
め
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
　
　
方
法
論
的
に
い
え
ば
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
戦
前
の
行
為
論
は
理
解
社
会
学
の
方
法
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
行
為
論
は
、
ウ
ェ

　
　
ー
バ
ー
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
心
理
学
と
の
関
連
を
意
図
的
に
推
駕
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
意
主
義
の
こ
の
よ
う
な
特
徴

　
　
は
、
隣
接
諸
科
学
、
特
に
心
理
学
と
の
連
関
を
重
視
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
た
戦
後
の
行
為
論
に
お
い
て
大
き
く
く
ず
れ
た
。
戦
後
の
構
想

　
　
で
は
、
環
境
に
対
す
る
適
応
的
行
動
の
獄
裡
性
を
重
視
す
る
ト
ル
マ
ン
の
思
考
方
法
が
積
極
的
に
導
入
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
全
体
と

　
　
し
て
は
実
証
主
義
の
変
種
で
あ
る
行
動
主
義
へ
の
傾
斜
が
強
く
み
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
た
と
え
ば
『
社
会
体
系
論
』
の
な
か
で
パ
ー
ソ

　
　
ン
ス
が
述
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、
『
社
会
的
行
為
の
樽
造
』
の
な
か
で
主
張
さ
れ
た
観
点
と
は
反
対
に
、
主
観
的
観
点
は
、
そ
れ
の
最
も
要
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
的
な
形
態
に
お
い
て
、
行
為
理
論
の
枠
組
に
と
っ
て
は
本
質
的
で
な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
行
為
の
一
般
理
論
の
な
か
で
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
開
さ
れ
た
も
の
は
、
　
「
生
き
て
い
る
有
機
体
の
行
動
を
分
析
す
る
た
め
の
一
つ
の
概
念
図
式
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
図
式
に
お
い
て
、
行
為

　
　
分
析
の
基
本
単
位
が
行
為
者
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
行
為
過
程
を
欝
的
－
手
段
の
図
式
に
即
し
て
把
握
す
る
点
で
は
戦
犯
の
図
式
と
変
わ
り

　
　
は
な
い
が
、
行
為
図
式
の
講
成
要
素
と
し
て
、
目
的
と
状
況
の
ほ
か
、
規
範
的
腰
上
と
並
ん
で
あ
げ
ら
れ
た
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
い
し
動
機

　
　
づ
け
る
力
の
消
費
」
は
戦
国
の
図
式
に
お
い
て
全
く
設
定
さ
れ
な
か
っ
た
新
し
い
観
点
の
要
素
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
動
機
づ
け
」
が
行
為
過

75
@
程
を
心
理
学
の
脈
絡
で
と
ら
え
た
も
の
と
す
れ
ば
、
「
規
範
的
志
向
」
に
代
わ
る
「
規
範
的
規
制
」
は
文
化
人
類
学
と
の
関
連
を
重
視
す
る

12
　
　
　
　
　
　
社
会
的
事
実
と
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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四
穴

購
も
の
で
あ
る
・
こ
の
要
素
は
・
行
薯
の
状
況
へ
の
二
つ
の
喬
す
な
わ
ち
鍵
志
向
と
価
値
志
向
の
秀
に
対
応
す
る
が
・
パ
｝
ゾ

　
　
ン
ス
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
や
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
行
為
論
に
お
い
て
看
過
さ
れ
て
い
た
心
理
学
的
次
元
を
特
に
動
機
志
向
の
問
題
に
結
び
つ
け
て

　
　
重
視
し
よ
う
と
す
る
。
動
機
志
向
は
行
動
の
原
動
力
と
し
て
動
的
な
性
格
が
強
い
の
に
反
し
て
、
極
値
志
向
は
共
通
の
規
範
的
価
値
に
よ

　
　
っ
て
統
制
さ
れ
る
志
向
側
面
で
あ
っ
て
、
文
化
体
系
に
関
連
す
る
静
的
な
側
面
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
一
般
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、

　
　
規
範
的
価
値
に
よ
る
行
為
要
素
の
「
七
度
」
的
統
合
が
社
会
体
系
の
第
一
次
的
な
統
合
の
基
礎
で
あ
る
所
以
が
一
層
強
く
主
張
さ
れ
る
に

　
　
つ
れ
て
、
動
機
志
向
に
関
す
る
認
識
の
重
要
性
が
後
退
し
、
価
値
志
向
が
理
論
的
に
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
し
た

　
　
が
っ
て
、
戦
繭
の
行
為
論
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
主
意
的
な
行
為
要
素
（
規
範
的
志
向
）
に
関
し
て
も
、
行
為
の
主
体
的
な
志
向
を
綱
約

　
　
す
る
特
に
規
範
的
価
値
に
よ
る
規
捌
の
側
面
に
主
た
る
関
心
が
集
中
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
規
範
主
義
的
偏
向
を
免
れ
て
い
な

　
　
い
。
こ
の
よ
う
な
偏
向
に
歯
す
る
批
判
的
見
解
を
成
熟
さ
せ
る
目
的
か
ら
い
え
ば
、
道
徳
に
よ
る
内
的
拘
束
を
強
調
し
な
が
ら
、
常
に
行

　
　
為
主
体
の
能
動
的
・
逸
脱
的
契
機
を
考
慮
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
思
考
の
再
評
価
が
必
要
事
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
ふ
つ
う
誤
解
さ

　
　
れ
て
い
る
よ
う
に
、
偶
人
に
対
す
る
社
会
の
決
定
論
を
素
朴
に
主
張
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
冤
解
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
ア
ノ
ミ

　
　
…
状
態
は
三
々
の
情
熱
が
、
強
い
規
鰯
を
必
要
と
す
る
と
き
に
、
そ
れ
が
強
く
規
制
さ
れ
な
い
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
一
層
強
め
ら
れ

　
　
る
（
ω
昏
ら
●
b
。
。
。
H
）
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
規
制
は
尊
敬
を
以
っ
て
自
発
的
に
服
従
さ
れ
る
場
合
に
も
、
行
為
主
体
の
努
力
・
苦
痛
を
伴

　
　
わ
ず
に
は
果
た
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
「
集
合
的
秩
序
」
を
欄
人
に
強
制
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
種
の
力
が
必
要
で
あ
る
し
、
「
社
会

　
　
的
規
制
は
そ
れ
が
如
何
ほ
ど
正
確
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
多
く
の
軋
礫
を
生
む
余
地
を
常
に
残
し
て
い
る
篇
（
明
く
．
9
掌
ω
鵯
）
。

　
　
　
（
1
）
　
℃
舞
ω
o
器
℃
ω
け
建
g
ξ
Φ
…
・
」
℃
や
も
。
『
o
。
ゐ
8
．

　
　
　
（
2
）
　
囲
ぴ
己
己
℃
掌
瓜
ω
ふ
掃
・

　
　
　
（
3
）
H
窯
儀
9
も
℃
．
幾
9
α
G
。
旨
”
①
G
。
。
。
虞

　
　
　
（
4
）
　
9
男
ω
8
夢
．
．
↓
冨
O
げ
き
α
q
ぎ
σ
q
憶
。
薩
薮
蝕
。
ゆ
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・
o
｛
匪
①
評
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雪
》
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ω
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ヨ
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①
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0
9
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濁
Φ
く
‘
b
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G
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占
（
○
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ε
ぴ
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H
り
①
ω
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卜
Q
戯
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パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
行
為
図
式
を
以
っ
て
、
そ
れ
の
基
礎
的
単
位
で
あ
る
単
位
行
為
の
結
合
か
ら
成
立
っ
行
為
体
系
の
準
拠
枠
を
構
成
す

る
も
の
と
み
な
し
、
行
為
体
系
の
分
析
的
に
独
立
し
た
下
位
体
系
の
な
か
で
も
、
特
に
複
数
の
行
為
者
の
結
合
と
し
て
の
社
会
的
行
為
体

系
に
最
も
重
要
な
地
位
を
あ
た
え
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
社
会
的
行
為
体
系
の
な
か
で
「
共
同
価
値
的
な
統
舎
」
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、

社
会
学
は
「
社
会
的
行
為
体
系
が
共
同
価
値
的
な
統
合
の
属
性
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
分
析
的
理
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

科
学
」
で
あ
る
と
い
う
規
定
を
再
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
社
会
学
の
理
論
的
重
心
が
社
会
体
系
の
構
造
－
機
能
分
析
に
移

行
し
た
の
ち
も
、
な
お
社
会
的
行
為
の
構
造
分
析
が
社
会
体
系
の
理
論
構
成
に
と
っ
て
基
礎
的
な
準
拠
枠
を
提
供
す
る
と
い
う
考
え
が
一

貫
し
て
強
調
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
も
深
い
関
係
が
あ
る
。
し
か
し
、
戦
後
に
お
け
る
彼
の
社
会
学
理
論
の
要
素
芸
術
騰
は
、
行
為
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

く
て
地
位
一
役
割
で
あ
る
。
こ
の
下
汐
は
行
為
よ
り
も
高
次
の
単
位
を
な
す
も
の
と
規
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
彼
は
そ
れ
の
究
極
の
成
立

基
盤
を
行
為
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
単
位
行
為
を
分
析
の
基
礎
要
素
と
し
た
戦
前
の
考
え
が
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。

　
確
か
に
、
い
わ
ゆ
る
行
為
過
程
論
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
役
割
は
個
人
の
意
図
的
行
為
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

　
　
　
　
畿
会
的
事
実
と
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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@
し
、
こ
の
よ
う
な
行
為
論
的
接
近
の
方
法
と
は
区
別
さ
れ
る
意
味
に
お
い
て
、
社
会
梅
造
論
的
な
接
近
方
法
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
地
位

　
　
一
役
割
と
い
う
範
疇
は
、
主
観
的
な
行
為
に
還
元
不
可
能
な
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
分
析
的
に
個
人
か
ら
独
立
的
な
独
自
の
範
購
で
あ
ら

　
　
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
蛮
人
の
主
観
的
意
図
と
は
分
析
的
に
区
甥
さ
れ
る
客
観
的
な
実
在
性
を
も
っ
た
社
会
的
事
実
で
も
あ
る
。
し
た

　
　
が
っ
て
、
こ
の
事
実
は
個
人
の
意
図
と
は
無
関
係
に
社
会
構
造
の
単
位
と
し
て
独
自
に
機
能
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
理
由
か
ら

　
　
い
え
ば
、
構
造
一
機
能
分
析
を
中
心
と
す
る
社
会
学
理
論
は
、
行
為
理
論
と
は
論
理
的
に
必
然
的
な
関
係
を
も
つ
も
の
と
は
い
い
難
い
。

　
　
こ
の
こ
と
は
、
方
法
論
的
な
著
作
に
お
い
て
ウ
ェ
…
バ
ー
が
、
国
家
・
社
会
集
団
・
封
建
制
、
そ
の
他
類
似
の
概
念
を
「
理
解
で
き
る
」

　
　
行
為
に
還
元
す
る
と
い
う
方
法
論
的
個
人
主
義
を
強
調
し
な
が
ら
、
現
実
的
な
諸
問
題
の
処
理
に
お
い
て
は
、
そ
れ
と
原
理
的
に
異
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
構
造
論
的
な
説
明
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
と
そ
の
趣
旨
を
共
通
に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
再
び
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
思
考
に
立
ち
返
り
、
立
論
の
出
発
点
に
お
い
て
彼
が
、
個
々
の
行
為
者
の
意
図
と
は
独
立
に

　
　
存
在
す
る
行
為
の
客
観
的
な
意
味
を
論
じ
、
そ
の
「
客
観
的
な
も
の
」
が
粒
会
に
対
し
て
も
つ
機
能
的
不
可
欠
性
を
主
張
し
た
経
緯
を
想

　
　
起
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
デ
．
一
ル
ケ
ム
の
方
法
は
、
一
元
的
な
集
随
主
義
・
客
観
主
義
に
立
っ
て
い
た
た
め
に
、
行
為
の
準
拠

　
　
枠
の
な
か
で
、
栓
孔
的
に
客
観
的
な
も
の
の
理
論
化
を
進
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
の
社
会
的
な
存
在
構
造
に
し
て
も
、
役
会
学
主
義
と
い
う

　
　
彼
の
特
殊
な
方
法
論
の
ゆ
え
に
、
た
だ
劉
の
社
会
的
事
実
に
結
び
つ
け
て
説
明
す
る
と
い
う
、
経
験
法
則
的
な
指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
　
し
か
し
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
行
為
者
に
と
っ
て
は
客
観
約
な
行
為
状
況
内
の
変
数
で
あ
る
「
下
袴
的
な
も
の
」
（
地
位
一
役
割
の
体
系
、

　
　
「
集
合
意
識
」
の
よ
う
な
規
範
的
緬
値
体
系
、
あ
る
い
は
社
会
的
統
合
度
と
い
う
よ
う
な
独
自
に
概
念
化
さ
れ
る
集
合
体
の
特
定
の
属
性

　
　
な
ど
）
を
認
識
の
準
拠
単
位
と
し
て
社
会
的
現
実
に
接
近
し
、
「
個
々
の
個
人
で
は
な
く
集
闘
に
作
用
し
う
る
原
因
」
（
ω
a
ρ
や
ド
0
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
探
究
課
題
と
す
る
社
会
構
造
論
的
な
接
近
方
法
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。
彼
は
、
こ
の
い
わ
ば
外
延
的
な
方
法
が
社
会
学
に
お
い
て
中
心

　
　
的
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
所
以
を
、
自
ら
の
い
く
つ
か
の
経
験
的
研
究
を
通
じ
て
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

　
　
　
し
か
し
、
社
会
的
事
実
と
し
て
の
特
性
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
認
識
単
位
を
、
事
物
的
な
実
在
と
み
な
し
、
そ
れ
の
み



　
　
に
よ
っ
て
一
方
的
に
極
端
な
主
張
を
行
な
う
方
向
は
、
客
観
的
な
も
の
の
成
立
や
継
起
の
必
然
性
を
説
明
す
る
所
以
で
は
な
い
。
社
会
的

　
　
事
実
を
固
定
化
し
た
実
体
と
考
え
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
「
動
き
つ
つ
あ
る
力
の
体
系
」
（
の
遂
畿
営
Φ
号
ぴ
需
①
ω
p
σ
q
一
ω
。
。
凶
口
8
ω
）
（
悔
。
§
Φ
。
。
も
や

　
　
①
G
。
刈
－
。
。
）
と
し
て
過
程
的
に
こ
れ
を
と
ら
え
、
社
会
的
事
実
の
動
態
的
な
性
格
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、

　
　
個
人
主
義
的
な
接
近
方
法
が
集
団
主
義
的
な
そ
れ
と
共
に
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
社
会
的
事
実
を
単
純
に
「
姻
人
的

　
　
要
素
」
に
還
元
す
る
と
か
、
行
為
者
の
主
観
的
な
意
図
の
み
に
よ
っ
て
こ
れ
を
説
明
す
る
一
元
的
な
個
人
主
義
の
方
法
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム

　
　
に
倣
っ
て
き
び
し
く
拒
否
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
客
観
的
範
疇
と
し
て
の
行
為
状
況
に
基
づ
い
て
行
為
の
理
解
に
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
あ
　
　
あ

　
　
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
内
包
的
な
接
近
方
法
を
外
延
的
な
方
法
と
平
行
的
に
重
視
し
な
か
っ
た
。
社
会
的
に
「
客
観
的
な
も
の
」
か
ら
行

　
　
為
を
理
解
し
、
い
わ
ば
客
観
的
に
理
解
さ
れ
た
そ
の
行
為
を
認
識
単
位
と
し
て
客
観
的
な
も
の
の
成
立
や
継
起
の
必
然
性
を
説
明
す
る
双

　
　
眼
的
な
接
近
方
法
は
、
一
つ
の
野
人
主
義
的
方
法
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
拠
る
祉
会
学
の
理
論
化
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
全
く
意
図

　
　
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
の
関
心
が
社
会
的
拘
束
論
を
主
題
と
し
、
拘
束
の
主
体
で
あ
る
集
合
意
識
を
一
つ
の
社
会
的
事
実

　
　
と
し
て
と
ら
え
な
が
ら
、
社
会
が
諸
個
人
の
梢
互
関
連
的
な
行
為
を
現
わ
す
落
卵
で
あ
る
と
考
え
な
か
っ
た
こ
と
に
主
要
な
原
因
が
あ
る
。

　
　
　
社
会
的
現
実
に
対
す
る
接
近
方
法
と
し
て
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
右
の
二
つ
の
方
法
（
外
延
的
・
内
包
的
）
を
統
議
す
る
と
い
う

　
　
穏
的
か
ら
い
え
ば
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
そ
の
行
為
図
式
に
お
い
て
設
定
し
た
行
為
の
四
つ
の
分
析
的
な
要
素
1
一
葭
的
・
状
況
・
規
範
的
規

　
　
制
・
動
機
づ
け
一
の
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
物
を
社
会
的
事
実
と
し
て
の
存
在
次
元
に
お
い
て
と
ら
え
、
そ
れ
ら
を
行
為
状
況
内
の
所
与
の

　
　
要
素
と
み
な
し
、
分
析
的
に
独
立
し
た
こ
れ
ら
の
要
素
相
互
の
関
連
を
問
う
と
い
う
作
業
が
予
備
的
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ス

　
　
メ
ル
サ
ー
は
、
行
為
者
の
観
点
に
立
っ
て
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
規
定
し
た
四
つ
の
要
素
を
、
社
会
体
系
の
次
元
に
お
い
て
と
ら
え
な
お
し
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
れ
そ
れ
の
対
応
物
と
し
て
、
価
値
・
状
況
内
の
利
用
可
能
な
用
具
（
融
。
惣
島
①
ω
）
・
規
範
・
動
機
づ
け
の
動
員
と
い
う
四
者
を
あ
げ
た
。
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
一
般
性
の
水
準
が
低
く
、
し
た
が
っ
て
行
為
の
具
体
的
状
況
の
次
元
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
行
為
者
の
意
図
を
越

鵬
え
た
智
の
藻
を
も
つ
社
会
的
事
実
と
し
て
の
無
妻
に
お
い
て
、
．
あ
四
つ
の
要
素
の
対
応
物
を
確
か
め
た
い
。
し
た
が
．
て
、

1
　
　
　
　
　
　
社
会
的
事
実
と
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囚
九
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五
〇

「
社
会
的
な
も
の
」
の
内
容
を
構
成
す
る
こ
れ
ら
各
要
素
の
関
連
を
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
祉
会
学
の
う
ち
に
問
う
と
い
う
課
題
に
か
え
て
、
再

び
彼
の
先
駆
的
な
理
論
体
系
の
評
価
を
行
な
う
こ
と
が
差
当
り
今
は
望
ま
し
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
価
値
」
の
概
念
に
つ
い
て
先
ず
述
べ
る
な
ら
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
見
解
に
お
い
て
、
価
値
は
物
的
・
非
物
的
な
客
体
に
内
在
す
る
特
性

で
は
な
く
て
、
行
為
主
体
の
↓
定
の
感
受
性
に
対
し
、
そ
の
客
体
が
限
定
さ
れ
た
関
係
を
も
つ
が
た
め
に
、
そ
の
行
為
者
に
よ
っ
て
客
体

に
「
賦
与
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
客
体
に
向
け
ら
れ
る
附
価
的
判
断
や
、
あ
る
い
は
望
ま
し
さ
に
関
す
る
評
価
様
式

の
起
源
を
中
心
的
な
問
題
と
し
、
そ
れ
が
個
人
に
な
く
社
会
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
行
為
者
の
主
観
に
お
い

て
、
価
値
は
個
人
に
内
在
的
な
要
素
で
あ
り
、
種
々
の
望
ま
毛
い
も
の
の
君
主
や
そ
れ
の
獲
得
に
向
か
う
行
為
の
選
択
肢
の
選
定
基
準
と

し
て
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
多
分
に
主
体
的
な
観
念
で
あ
る
が
、
社
会
学
の
分
析
に
お
い
て
は
、
個
人
の
そ
の
よ
う
な
反
応
は
、

琶
会
的
に
獲
得
さ
れ
た
集
合
表
象
（
理
想
）
の
関
数
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
こ
の
よ
う
に
価
値
の
体
系
を
個
人
の
主

　
造
　
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
観
と
は
独
立
的
な
範
囲
で
あ
る
「
物
」
と
し
て
把
握
し
、
社
会
に
対
し
て
そ
れ
が
独
自

　
溝
　
構

　
融
　
蛇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
に
な
う
道
徳
的
機
能
の
究
明
を
論
題
と
し
た
。
価
値
を
文
化
体
系
の
構
成
要
素
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
る
点
に
お
い
て
、
ス
メ
ル
サ
…
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
見
解
を
同
じ
く
し
て
い
る
。

そ『量為：i尺iYiの癖毒た父要静奪

用　具 報　酬

｛薦　値 規　範

”V－V－V－VVV－N
　　季

外在　　　拘束

行為の構成要一素

（動機づけの頓田

　　動機づけ

規範的規制

（同　調〉

（季u用寂丁有旨磐｛三＞

　　rf左言兄；手嚢斐

日　的

（委　託）

　
社
会
的
事
実
と
し
て
の
特
性
に
お
い
て
存
在
す
る
価
値
の
な
か
で
、
価
値
目
標
の
要

素
が
「
規
範
」
の
そ
れ
に
対
し
て
も
つ
関
係
に
つ
い
て
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
ア
ノ
ミ
ー

論
を
深
め
る
と
い
う
予
め
て
特
殊
な
課
題
に
関
し
て
マ
ー
ト
ン
が
そ
の
論
考
を
徹
底
さ

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

せ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
彼
は
文
化
構
造
（
回
暦
共
有
的
な
規
範
的
価
値
の
組
織
体
）

の
な
か
で
独
自
に
変
化
す
る
構
成
要
素
と
し
て
、
周
知
の
よ
う
に
「
文
化
的
昌
標
」
と

「
欄
度
的
規
範
」
の
二
つ
を
あ
げ
た
。
こ
の
両
者
は
「
価
値
」
・
「
規
範
」
の
二
次
元
に

属
す
る
は
ず
の
要
素
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
、
王
化
的
価
値
体
系
の
な
か
で
「
人
々
の
抱



　
　
く
志
望
（
掌
Ω
も
。
℃
毛
無
ろ
欝
）
の
準
拠
枠
」
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
後
者
は
、
こ
の
よ
う
な
志
望
達
成
の
た
め
の
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た

　
　
仕
方
を
規
定
・
調
節
・
統
制
す
る
「
許
容
さ
れ
た
手
続
き
の
規
定
」
で
あ
る
。
マ
ー
ト
ン
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
ア
ノ
ミ
ー
と
は
こ
の
二
つ

　
　
の
文
化
的
要
素
間
の
統
合
が
欠
如
し
た
社
会
の
状
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
的
構
造
の
崩
壊
原
因
は
、
例
え
ば
金
銭
的
成
功
の
よ
う

　
　
な
文
化
的
強
調
が
画
一
的
に
行
わ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
社
会
構
造
の
側
に
お
い
て
、
目
標
達
成
の
機
会
に
階
層
的
な
差
別
が
存
在

　
　
す
る
と
い
う
よ
う
な
事
情
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
。
要
す
る
に
ア
ノ
ミ
ー
は
、
文
化
と
社
会
構
造
と
の
作
用
が
梢
互
に
齪
酷
し
て
い
る
こ

　
　
と
に
原
因
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
　
「
社
会
鋼
度
の
要
求
に
合
致
し
な
い
行
動
が
高
い
比
率
を
も
っ
て
発
生
す
る
の
は
、
機
会
の
限
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
て
い
る
社
会
階
摺
の
問
で
は
充
足
せ
し
め
ら
れ
な
い
文
化
的
誘
因
を
も
つ
深
い
動
機
づ
け
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
。
　
マ
ー
ト
ン

　
　
は
、
ア
ノ
ミ
ー
の
原
因
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
論
述
を
深
め
た
と
き
、
価
値
・
規
範
・
用
具
と
い
う
三
者
の
相
矛
盾
す
る
関
係
に
論
及
し

　
　
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
ス
メ
ル
サ
ー
は
、
　
「
用
具
」
の
要
素
を
行
為
岩
の
観
点
か
ら
把
握
し
、
個
々
の
行
為
者
が
一
定
の
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
況
の
な
か
で
目
標
達
成
の
た
め
の
遂
行
手
段
と
し
て
利
用
で
き
る
用
具
の
具
体
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
た
。
そ
の
考
え
に
基
づ
い
て
、
わ
れ

　
　
わ
れ
は
用
具
要
素
を
非
物
的
な
用
具
（
情
報
・
技
術
等
）
と
物
的
用
具
（
資
本
や
生
産
財
等
）
の
二
つ
に
大
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で

　
　
あ
る
。
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
が
社
会
の
現
実
的
な
秩
序
づ
け
の
基
礎
と
し
て
特
に
重
税
し
た
「
社
会
的
行
為
の
下
部
構
造
」
（
鐙
ぴ
。
。
嘗
卑
ε
ヨ
）
は
、

　
　
用
具
要
素
の
主
要
部
分
を
行
為
状
況
内
の
面
訴
の
変
数
と
し
て
と
ら
え
、
社
会
学
的
分
析
に
お
い
て
こ
れ
を
専
ら
独
立
し
た
範
疇
と
し
て

　
　
扱
う
代
表
的
な
一
つ
の
意
図
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
彼
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
社
会
的
行
為
の
下
部
構
造
と
は
、
社
会
的
な
抗
争
・
対

　
　
立
の
契
機
に
な
る
よ
う
な
非
規
範
的
な
種
類
の
利
害
闘
心
を
生
み
出
す
、
行
為
状
況
内
の
諸
手
段
の
事
実
的
な
配
置
（
賦
。
窪
巴
α
ぢ
唱
8
一
・

　
　
蕗
§
）
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
、
推
会
の
経
済
構
造
の
把
握
に
と
っ
て
霊
要
と
み
ら
れ
る
生
産
手
段
の
よ
う
な
物
的
用
具
の
ほ
か
、

　
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
封
建
調
を
特
微
づ
け
る
た
め
に
重
税
し
た
軍
事
力
の
手
段
の
私
的
所
有
や
統
治
手
段
の
集
合
的
な
占
有
と
か
、
さ
ら
に
政

　
　
治
構
造
の
究
明
に
不
可
欠
と
さ
れ
る
政
治
権
力
な
ど
の
裁
会
的
勢
力
を
も
広
く
こ
の
非
規
範
曲
要
素
の
内
容
に
含
め
、
用
具
要
素
の
広
汎

謝
　
な
理
解
に
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
は
、
分
業
に
お
け
る
稀
少
資
源
の
不
平
等
な
分
配
か
ら
生
ず
る
諸
個
人
の
利
害
関
心

1
　
　
　
　
　
　
祇
会
的
事
実
と
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
丑



　
　
　
　
　
　
哲
瀞
宇
研
究
　
　
第
｝
血
否
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

鯉
の
対
妾
社
会
紫
の
動
態
の
奮
な
難
茜
で
あ
る
毒
素
社
会
的
塁
の
艶
麗
は
こ
鴇
の
毒
？
罪
規
範
的
な
関
心

　
　
を
構
造
化
す
る
社
会
の
現
実
的
な
秩
序
づ
け
の
意
義
を
規
範
的
な
秩
序
づ
け
の
そ
れ
と
閥
㎝
の
比
重
に
お
い
て
重
税
す
べ
き
で
あ
る
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
え
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
理
論
が
後
者
の
み
を
高
度
に
選
択
的
に
強
調
し
て
い
る
点
を
衝
い
て
、
岡
理
論
の
偏
向
的
な
観
点
を
批
判
し
た
。
ロ

　
　
ッ
ク
ウ
ッ
ド
の
主
張
に
お
い
て
、
右
の
二
つ
の
秩
序
づ
け
が
そ
れ
ぞ
れ
社
会
的
事
実
と
し
て
の
特
性
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
、
規
範
的
な

　
　
社
会
の
規
舗
が
そ
の
機
能
や
起
源
の
う
え
で
非
規
範
的
な
利
害
関
心
の
分
化
し
た
現
実
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
と

　
　
き
、
彼
は
規
範
的
。
非
規
範
的
両
要
素
の
対
立
的
な
関
係
に
論
及
し
た
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
の
概
念
図
式
に
お
い
て
、
非
規
範
的
な
利
害
関
心
の
社
会
的
な
構
造
化
な
い
し
秩
序
づ
け
が
特
に
重
視
さ
れ
て
い
た
も

　
　
の
と
す
れ
ば
、
彼
は
同
時
に
行
為
の
「
動
機
づ
け
の
動
員
」
要
素
を
も
行
為
状
況
内
の
独
立
し
た
範
騰
と
し
て
考
慮
し
て
い
た
と
い
う
こ

　
　
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
の
稀
少
的
資
源
の
獲
得
を
め
ぐ
る
人
々
の
分
化
的
な
接
近
の
機
会
の
構
造
化
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
な

　
　
し
に
、
さ
ら
に
、
そ
れ
の
獲
得
に
向
か
い
他
者
の
抵
抗
を
排
し
て
も
自
己
の
意
志
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
よ
っ
て
入
々
の
行
為
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
分
離
的
な
社
会
関
係
の
構
造
化
が
同
時
に
重
視
さ
れ
て
い
た
。
　
「
動
機
づ
け
の
動
員
」
と
い
う
要
索
に
関
し
て
は
、

　
　
慰
籍
人
が
「
遂
行
」
と
ひ
き
か
え
に
社
会
体
系
か
ら
受
け
取
る
物
的
・
非
物
的
な
「
報
酬
」
が
問
題
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
は
、
報
酬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
獲
得
を
め
ぐ
る
下
心
の
不
平
等
を
も
構
造
化
す
る
現
実
的
な
秩
序
づ
け
に
つ
い
て
注
意
を
よ
せ
よ
う
と
し
た
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
異
常
な

　
　
分
業
形
態
の
ゆ
え
に
彼
の
主
題
か
ら
退
け
た
強
制
的
分
業
は
、
大
体
に
お
い
て
、
右
の
よ
う
な
特
微
を
顕
著
に
そ
な
え
た
社
会
体
系
で
あ

　
　
る
。
ス
メ
ル
サ
ー
は
、
諸
偶
人
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
報
酬
の
獲
得
に
向
か
っ
て
動
員
さ
れ
る
と
い
う
経
緯
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
諸
行
為
を

　
　
役
割
遂
行
に
動
機
づ
け
、
組
織
化
の
方
向
に
仕
向
け
る
所
以
で
あ
る
事
情
を
行
為
者
の
見
地
か
ら
論
述
し
て
い
る
が
、
彼
も
書
く
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
報
酬
要
素
は
内
容
的
に
い
っ
て
桂
会
組
織
と
か
社
会
機
構
と
か
い
わ
れ
る
聖
上
に
深
く
関
連
し
た
部
分
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
デ
ュ
ル
ケ

　
　
ム
は
、
そ
の
有
機
的
連
帯
論
に
お
い
て
互
恵
の
原
則
に
基
づ
く
現
実
的
な
諸
機
能
の
連
関
（
客
観
的
違
帯
）
を
社
会
的
事
実
と
し
て
の
特

　
　
性
に
お
い
て
把
握
し
、
行
為
状
況
の
こ
の
変
数
が
行
為
者
と
社
会
の
双
方
に
対
し
て
独
自
に
も
つ
機
能
の
「
正
常
性
」
に
特
に
深
く
論
及



し
た
◎
そ
の
論
述
は
、
　
「
動
機
づ
け
の
動
員
」
と
い
う
行
為
要
素
の
行
為
状
況
に
お
け
る
対
応
物
の
分
析
を
与
道
徳
的
な
「
規
範
」
要
素

と
の
統
合
的
な
関
連
に
お
い
て
深
め
る
と
い
う
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）
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七

　
　
　
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
特
に
初
期
の
著
作
の
な
か
で
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
的
事
実
の
全
体
空
中
、
集
合
意
識
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
で
あ
る

　
　
に
し
て
も
、
そ
の
ほ
か
に
同
程
度
ま
た
は
そ
れ
以
上
に
重
要
な
事
実
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
非
規
範
的
な
種
類
の
社
会
的
事
実
は
、
集

　
　
禽
意
識
の
状
態
と
し
て
の
被
会
の
「
基
体
」
で
あ
る
。
敏
会
学
主
義
の
後
の
段
階
に
お
い
て
、
彼
は
基
体
そ
の
も
の
の
云
為
が
社
会
学
に

　
　
お
い
て
副
次
的
な
意
義
し
か
も
た
な
い
と
い
う
確
信
を
一
層
強
め
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
状
況
を
構
成
す
る
社
会
的
現

　
　
実
の
全
体
の
な
か
で
、
祉
会
学
は
制
度
な
い
し
集
合
意
識
の
状
態
だ
け
に
注
塗
し
、
規
範
的
な
社
会
の
秩
序
づ
け
と
い
う
特
定
部
分
の
認

　
　
識
の
み
に
か
か
わ
る
科
学
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
た
め
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
学
的
分
析
に
お
い
て
は
、
「
価
値
」
・
「
規
範
』

83

@
の
両
局
面
の
み
が
高
度
に
選
択
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

12
　
　
　
　
　
社
会
的
事
実
と
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
三
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五
四

　
例
え
ば
、
　
『
自
殺
論
』
の
な
か
で
ア
ノ
ミ
ー
状
態
の
原
因
を
説
開
し
た
箇
所
で
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
幸
福
の
配
分
に
関
す
る
伝
統
的
な

準
則
の
権
威
喪
失
と
い
う
事
態
に
反
比
例
し
て
、
「
全
階
級
を
通
じ
て
渇
望
を
刺
激
」
し
（
ω
a
9
ワ
N
c
。
α
）
、
「
準
則
な
ど
に
は
我
慢
し
て

お
れ
な
く
す
る
」
（
唱
・
鳴
。
。
μ
）
世
論
…
の
潮
流
の
作
用
が
強
ま
る
経
緯
を
述
べ
た
が
、
彼
に
よ
っ
て
「
幸
福
の
崇
拝
」
（
巷
。
夢
伽
霧
①
儀
仁

び
冨
づ
－
ゆ
欝
①
）
と
よ
ば
れ
た
こ
の
文
化
的
変
数
は
、
マ
ー
ト
ン
の
「
文
化
的
臼
標
篇
に
該
蜜
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
マ
ー
ト
ン
と
同
じ
よ
う

に
デ
ュ
ル
ケ
ム
も
、
こ
の
厩
　
的
文
化
要
素
が
人
格
の
溝
造
内
に
「
侵
入
」
し
、
そ
れ
が
行
為
の
効
果
的
な
臼
的
圏
と
し
て
、
い
わ
ば
内

か
ら
人
々
を
か
り
立
て
て
「
欲
望
の
狂
奔
」
に
お
い
や
る
経
過
を
鋭
い
筆
致
で
画
き
出
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
彼
は
行
為
を
目
的
－
手

段
の
脈
絡
の
な
か
で
具
体
的
に
と
ら
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
の
主
張
で
は
、
心
々
が
自
殺
す
る
直
接
の
原
因
は
、
マ
ー
ト
ン
が
い

う
よ
う
に
文
化
的
目
標
達
成
の
手
段
が
問
題
と
な
る
た
め
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
内
在
化
さ
れ
た
厨
標
へ
の
動
機
づ
け
が
自
己
の
期
待
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

有
意
味
的
な
適
合
を
示
さ
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
　
「
行
為
の
下
部
構
造
」
の
認
識
を
意
図
的
に
排
除
す
る
と
い
う
限
定
さ
れ
た
概

念
構
成
の
ゆ
え
に
、
欲
望
の
実
現
を
さ
ま
た
げ
る
物
的
・
非
物
的
な
諸
条
件
を
現
実
の
社
会
の
秩
序
づ
け
の
な
か
に
さ
ぐ
る
と
い
う
、
特

に
社
会
経
済
的
な
問
題
に
は
当
然
な
が
ら
澄
接
的
な
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
。
行
為
状
況
内
の
利
用
可
能
な
諸
手
段
に
対
す
る
分
化

的
接
近
と
い
う
事
実
を
、
社
会
講
造
本
に
人
々
が
占
め
る
各
地
位
に
結
び
つ
け
て
論
ず
る
点
で
、
マ
！
ト
ン
を
中
心
と
す
る
最
近
の
ア
ノ

ミ
ー
論
の
著
者
達
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
論
議
を
一
層
進
め
る
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
概
念
図
式
に
お
い
て
も
、
合
法
的
・
非

合
法
的
手
段
へ
の
近
接
度
の
決
定
に
あ
ず
か
る
社
会
の
現
実
的
な
構
造
そ
の
も
の
は
独
立
の
変
数
と
し
て
し
か
取
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
目

的
そ
の
も
の
の
究
明
が
分
析
の
第
一
次
的
関
心
と
し
て
選
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
か
、
　
「
幸
福
の
崇
拝
」
の
よ
う
な
世
論
の
潮
流
を
独
立

の
変
数
と
み
な
し
、
そ
れ
の
発
生
経
過
に
つ
い
て
理
論
的
な
説
明
根
拠
が
殆
ん
ど
用
意
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
の
諸
点
に
つ
い
て
も
、

マ
ー
ト
ン
達
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
視
点
を
共
通
に
し
て
い
る
。

　
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
皇
恩
意
識
に
お
い
て
、
幸
福
の
崇
拝
に
よ
る
拘
束
は
、
現
実
の
社
会
の
秩
序
づ
け
に
対
し
て
全
く
否
定
的
な
目
掛
義
し
か

も
っ
て
い
な
い
。
彼
は
逸
脱
約
な
行
為
を
動
機
づ
け
る
こ
の
よ
う
な
価
値
的
要
素
を
、
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
の
い
わ
ゆ
る
下
部
購
造
的
要
素
か



　
　
ら
切
り
離
し
て
独
立
の
範
疇
と
し
て
扱
い
、
こ
の
否
定
的
価
値
が
億
人
の
動
機
づ
け
の
目
的
因
と
し
て
過
度
に
強
調
的
に
侵
入
し
た
こ
と

　
　
か
ら
結
果
す
る
「
無
価
値
か
つ
無
定
見
な
個
人
」
の
状
態
と
共
に
、
社
会
の
側
の
「
集
合
的
秩
序
の
混
乱
」
に
つ
い
て
語
る
。
デ
ュ
ル
ケ

　
　
ム
は
、
全
会
の
近
代
化
に
平
行
し
て
ア
ノ
ミ
ー
が
利
己
主
義
と
共
に
、
愛
他
主
義
・
宿
命
主
義
に
と
っ
て
代
わ
る
重
要
性
を
増
し
、
こ
の

　
　
よ
う
な
世
論
の
潮
流
が
近
代
社
会
を
無
定
型
に
導
い
た
と
考
え
た
。
ア
ノ
ミ
…
状
態
の
効
果
に
相
殺
す
る
力
に
誉
及
し
た
と
き
、
デ
ュ
ル

　
　
ケ
ム
は
、
例
え
ば
上
下
的
な
社
会
関
係
を
構
造
化
す
る
秩
序
づ
け
（
強
制
的
分
業
）
の
な
か
で
従
属
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事

　
　
情
が
、
自
殺
の
減
少
に
効
果
を
も
つ
所
以
を
指
摘
し
て
い
る
（
ω
麟
同
。
’
　
唱
●
　
卜
o
c
Q
刈
）
。

　
　
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
外
的
な
効
果
を
も
ち
出
す
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
全
く
の
と
こ
ろ
心
外
事
で
あ
る
。
彼
が
衷
心
よ
り
待
望

　
　
し
た
の
は
、
無
定
型
な
社
会
の
な
か
で
個
人
に
安
定
し
た
集
団
所
属
感
と
役
割
を
あ
た
え
、
全
体
の
統
合
的
な
部
分
と
し
て
個
人
を
全
体

　
　
に
直
結
さ
せ
る
道
徳
的
な
「
結
合
の
事
実
」
、
つ
ま
り
有
機
的
連
帯
を
媒
介
と
す
る
「
道
徳
力
」
で
あ
っ
た
。
有
機
的
連
帯
が
、
す
で
に
統

　
　
擬
の
権
威
を
喪
失
し
た
が
以
前
に
は
有
効
な
結
果
を
生
じ
た
い
く
つ
か
の
組
織
（
ギ
ル
ド
や
宗
教
団
体
）
に
代
わ
る
道
徳
的
機
能
を
果
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
す
こ
と
を
期
待
し
た
と
き
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
は
マ
ー
ト
ン
の
い
う
「
機
能
的
等
価
物
」
（
眺
§
。
瓜
。
惹
添
書
鴎
く
p
。
囲
①
簿
）
と
分
一
内
容
の
考
え

　
　
が
念
頭
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
ノ
ミ
ー
状
態
を
克
服
す
る
こ
の
望
ま
し
い
形
態
は
、
個
人
の
「
幸
福
」
と
社
会
の
集
合
的
秩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
　
り
　
　
　
り

　
　
序
の
両
者
に
と
っ
て
欠
く
可
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
実
際
上
独
り
で
に
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

　
　
し
、
ま
た
現
実
に
不
可
欠
の
も
の
で
も
な
い
。
キ
ュ
ヴ
ィ
リ
エ
も
書
く
よ
う
に
、
デ
．
　
ル
ケ
ム
は
社
会
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
哲
学
者
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
も
あ
り
た
い
と
望
ん
で
い
た
た
め
に
、
道
徳
現
象
と
し
て
の
内
的
事
実
は
、
社
会
学
の
概
念
構
成
の
「
理
想
的
」
な
準
拠
点
と
し
て
特
別

　
　
に
選
択
さ
れ
る
必
然
性
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
の
た
め
に
、
社
会
の
下
部
構
造
が
行
為
の
動
機
づ
け
の
条
件
と
し
て
に
な
う
独
自
の
問
題

　
　
性
は
、
一
応
不
問
に
ふ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
道
徳
的
な
規
範
的
規
調
に
焦
点
を
据
え
た
認
識
を
社
会
的
現
実
に
つ
い
て
露
な

　
　
い
、
こ
の
焦
点
的
対
象
の
意
義
を
そ
れ
の
理
想
的
効
果
に
よ
っ
て
探
究
す
る
と
い
う
彼
の
知
的
志
向
は
、
初
期
の
『
社
会
分
業
論
』
に
お

鵬
い
て
す
で
に
顕
著
に
纏
さ
れ
た
と
．
．
ろ
で
あ
．
た
。

1　
　
　
　
　
　
祉
会
的
事
実
と
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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哲
漏
歯
ず
研
究
　
　
五
百
六
且
㌻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

　
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
社
会
結
合
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
純
粋
に
経
済
的
な
も
の
は
物
質
的
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
だ
け
の
も

の
で
し
か
な
く
、
人
々
を
互
い
に
分
離
さ
せ
る
。
確
か
に
、
経
済
の
領
域
に
お
け
る
分
業
に
論
及
し
た
さ
い
、
彼
が
連
帯
性
を
生
む
こ
と

の
な
い
異
常
な
い
し
病
態
的
形
態
と
し
て
特
徴
づ
け
た
「
強
響
応
分
業
」
や
「
ア
ノ
ミ
…
的
分
業
」
は
、
分
業
が
実
際
に
生
み
出
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
分
業
形
態
の
う
ち
、
前
者
は
諸
機
能
の
網
互
適
合
性
な
い
し
互
恵
性
が
欠
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
個

人
的
諸
性
質
と
社
会
的
諸
機
能
と
の
間
の
規
劉
正
し
い
調
髪
は
存
立
し
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
対
立
・
抗
争
に
転
化
す
る
契
機
を
内
に

ふ
く
み
な
が
ら
こ
の
体
系
が
社
会
的
事
実
と
し
て
現
実
に
存
続
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
諸
部
分
間
の
関
係
が
「
外
的
」
に
規
制
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ア
ノ
ミ
ー
的
分
業
と
は
、
こ
の
よ
う
な
規
制
が
欠
け
る
か
解
体
化
し
た
分
業
形
態
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
近
代
社
会

に
お
け
る
道
徳
的
混
乱
の
原
因
を
経
済
領
域
に
み
ら
れ
る
無
規
欄
の
な
か
に
認
め
た
（
一
）
凶
く
■
・
け
目
”
　
℃
“
　
ω
戯
G
Q
）
。
彼
は
、
強
制
的
分
業
が
個
人

に
対
し
て
も
つ
基
本
属
性
を
、
正
当
に
も
外
的
拘
束
と
し
て
特
徴
づ
け
た
が
、
実
際
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
規
欄
の
社
会
的

起
源
に
関
し
て
は
、
十
分
な
説
明
根
拠
が
用
意
さ
れ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
彼
は
分
業
が
分
離
で
は
な
く
、
む
し
ろ
結
合
の
原
理
で
あ

る
こ
と
を
そ
の
理
想
的
効
果
を
も
っ
て
論
証
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
有
機
的
黒
帯
と
名
づ
け
ら
れ
た
機
能
連
関
の
体
系
こ
そ
が
、

彼
に
と
っ
て
は
正
常
形
態
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
異
質
的
な
諸
機
能
の
遮
関
が
客
観
的
に
連
帯
を
誘
導
し
、
そ
れ
に
あ
ず
か
る
人
々
を
し
て
利
害
を
相
互
に
適
合
せ
し
め
る
と
い
う
デ
ュ

ル
ケ
ム
の
思
考
は
、
古
典
経
済
学
者
に
よ
っ
て
す
で
に
重
視
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、

社
会
的
行
為
に
事
実
上
の
規
則
性
が
成
立
す
る
鰍
つ
の
根
拠
と
し
て
、
習
慣
や
慣
習
の
他
に
あ
げ
た
「
利
害
状
態
に
よ
っ
て
剃
約
さ
れ
た
」

　
　
　
　
　
　
（
4
）

行
為
の
規
則
正
し
さ
を
経
済
的
な
分
業
領
域
に
つ
い
て
指
摘
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
も
示
唆
し
た
よ
う
に
、
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

害
の
適
合
は
事
実
的
秩
序
の
一
つ
の
正
常
な
形
態
で
あ
る
。
　
「
純
粋
に
内
的
な
自
発
性
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
諸
機
能
の
相
互
連
関
も
、

そ
れ
に
関
与
す
る
行
為
者
に
と
っ
て
は
齎
与
の
物
で
あ
り
、
拘
束
性
を
属
性
と
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
互
恵
主
義
の
原
理
を

基
礎
と
す
る
た
め
に
、
こ
の
社
会
的
事
実
の
拘
束
や
規
翻
は
「
諸
部
分
間
の
自
生
的
な
一
致
」
（
⇔
ぎ
鍵
℃
．
ω
餌
）
か
ら
生
じ
、
し
た
が



　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

っ
て
、
そ
の
拘
束
は
内
在
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
有
機
的
連
帯
は
安
定
し
た
均
衡
体
系
を
な
す
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
コ

ル
ケ
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
客
観
的
分
業
が
成
立
す
る
条
件
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
社
会
の
事
実
上
の
秩
序
づ
け
よ
り
も
規
範
的
な
秩
序
づ
け
の
側
面
に
注
意
を
限
ろ
う
と
す
る
意
図
の
た
め
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム

の
関
心
は
、
こ
こ
で
も
、
計
量
さ
れ
た
利
害
を
適
合
せ
し
め
る
と
い
う
「
結
合
の
事
実
」
そ
の
も
の
の
分
析
に
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、

梢
互
の
内
的
な
自
発
性
に
よ
っ
て
生
ず
る
感
情
の
融
合
と
い
う
事
実
、
す
な
わ
ち
主
観
的
連
帯
の
論
証
こ
そ
が
主
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
有
機
的
連
帯
も
単
に
特
殊
的
な
客
観
的
結
合
で
は
な
く
、
一
つ
の
道
徳
的
現
象
、
つ
ま
り
道
徳
的
義
務
の
一
体
系
で

　
　
　
　
　
　
（
6
）

あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
有
機
的
連
帯
に
お
い
て
行
為
の
支
配
者
は
、
利
害
関
心
で
は
な
く
て
道
徳
的
な
連
帯
感
情
で
あ
る
。

彼
も
ま
た
、
例
え
ば
物
的
連
帯
論
の
説
明
箇
所
に
お
い
て
、
物
的
財
が
行
為
の
際
的
…
手
段
の
脈
絡
の
な
か
で
条
件
と
し
て
も
つ
意
義
に

触
れ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
に
よ
っ
て
行
為
の
下
部
構
造
と
名
づ
け
ら
れ
た
、
こ
の
非
規
範
的
な
条
件
は
、
デ
ュ
ル
ケ

ム
が
社
会
学
に
課
し
た
特
殊
な
限
定
の
ゆ
え
に
直
接
の
考
察
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
粒
会
的
分
業
論
に
お
い
て
も
、
道
徳
現
象
と
し

て
の
社
会
的
事
実
の
論
究
は
、
彼
の
社
会
学
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The・Z痂Zεげsuch　an　article　as　aPPears伽クnore　tゐan・ne脚nろer（ゾ’ゐis

magaxine・is彦。　be　given　together漉彦h　the　las彦instalmentげthe　article．

　　　　　　　　　　　　　C畷r童os晦Drive　aRd　Selec重ive　Behavior

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　妙Ry（承Motoyoshi

　　This　paper　has　considered　some　characteristics　of　curiosity　drive　and　lts

functlon　ln　selectlve　behavior．

A．　Curiosity　drive　has　following　three　characteristics．

　　1．　lt　is　aroused　by　extraneous　stimuli．

　　2．　lt　dose　not　seem　that　anxiety　drive　added　to　curiosity　drive　affects

　　　the．animal’s　arousal　level．　Curiosity　drive　llrges　animal　to　choose　the

　　　unfamiliar　side，　while　anxiety　drive　uTges　anima！　to　choose　the　fami一

　　　　玉圭ar　slde．

　　3．　Curiosity　drive　is　decreased　by　habituation　mechanism．

B．　・Denny　（1957，　1965）　found　that　animal　Prefered　to　go　to　the　side　where

　　it　was　rewarded　less　often．　This　finding　is　opposite　to　the　Ramond’s

　　（1954）　result．　The　discrepancy　between　them　may　be　explained　in　terms

of　two　learning　processes；　one　is　food　rewarded　learning　process，　She

　　other　is　perceptual　learning　process　which　is　mediated　by　curiosity　drive．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fait　sOC量a董　et　Ac｛；io鷺

　　　　　　　　　　　　　　　　　Essai　sur　la・　th60rie　de　Durkheim

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par　Hisao　Naka

　　Bien　que　les　sociologues　se　soient　beaucoup　attardes　sur　les　problemes

concernant　les　relations　entre　le　socia1　et　1’individuel，　ils　ne　sont　pas　arriv6s　h

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

、



、

des　solutions　entidre］rnent　satisfaisantes．　Dans　cet　essai，　nous　essaierons

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
d’analyser　de　fagon　critique　le　travai圭de　E．　Durkhei孤fait　dans　ce　domaine

et　de　montrer　l’inter6t　sociQlogique　des　prob玉さmes，　q胴切　se　trouvent　pos6s，

dans　les　fa三ts　sociaux，　colls玉stant　dans　la　situation　objective　de　玉’agent。

　　Durkhe玉m　a　constamment　r6pet6　que　le　social，　c’est一ムーdire　le　fait　social，

est　la　reprtisentation　collectiwe．　Il　tendait　a　6met毛re　une　th60rie　de　facteurs

inspir6e　（le　sociologilsme，　en　s’oPPosant　aux　th60ries　d’action　individuelle．

Il　devait　donc　sacrifier　beaucoup　de　且exibiliも6　dynamique　b圭aquelle　tenda三t

齪th60rie　de　l’actlon　sociale．　On　sait　que，　M．　Weber，　au　contraire，　adopta

l’action　indlviduelle　comme　point　de　d6part　de　1’analyse　sociologique．　Selon

玉ui，　1’action　sociale　n’est　prbprement　que　celle　qui　est　orient6e　de　fagon

signiJicatiwe　d’aprさs　le　comportement　attendu　d’乏㌃utmi，　Mais，　Durkheim

pr6c玉se　que　1，ind圭vidu　est　tout　entier　socia圭．　C，est　ains董，　que　il　ne　s，agit　plus

des　interactions　in（1iv量duelles，　mais　leur　sツnth2se　chimigu（～，　qui　n，est　plus

que　le　fa量t　soc圭al．　De　plus，　il　est　se　trさs　pr60ccup6　du　s三gne　dist三nct至f　des

faits　soc圭a眠；1a　contrainte．

　　Toutef6is，．圭e　terme　de　contrainte．que　l蓋aemploy6，　es£6quivoque　et，　de

fait，　ll　a　donn61ieu　a．de　multiples　m6prises．　Mals；Durkheim　souligne　Ie

r61e　jou6　par　des　d遜6re嚢tes　espさces　des　imp6ratifs　moraux　qui　son宅imman．

ente　en　nous．　Consic16rer　le　r61e　crucial　de　1’action　volontar圭ste　en　se　fondant

Sur　la　COmψrehensiOn，　C，eSt　n6CeSSairement　Se　refusef　a　tOUteS王eS　analySeS

poslt1Vlstes．

　　Il　6St　vrai　que　l’Un圭t6　b　1’int6rieur　de　tOuS　leS　SyStさmeS　SOCiaUX　eSt　Pin－

d三v呈du　hu血ain　en　tant　qu’agent，　pr6sentant　les　caract6ris娠ques　fondameRtales

d’aspirer　ti　la　r6alisation　de　buts．　Mais，　on　ne　peut　saisir　directeme籍t　la

str鷺cture　des　systさmes　soc三aux　du　‘‘sens　subjectivement　pens6”　de　Pagent．

Car　elle　ne　peut　que　etre　analys6e． ?ｔ’

@interp・6t6e・bjectivement　par　un

observa£eur．　　La　c16　ti　la　question　de　int6grer　les　th60ries　individua玉istes

dans　celles　de　sociGlogisme，　r6s玉de　dans玉’aspect葺on－normat圭f　de　ia　structure

de　1’actio鷺．

　　L’oeuvre　de　Durkheim　peut，　sous　un　certa三n　aspect，　servir　d’exemple　de　la

pens6e　objective　Ia　plus　g6n6ra玉is6e，　en　tallt　qu♪e王le　s，apPl玉que　au　（iomaine

量hstituti・nnel・u　n・・matif，　T・utef・is，　sa　the・rie　a　sub三un　66hec　6。ident
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comme　source　directe　d’analyse　d6tai116e　appliqu6e　ti　1’etude　sur　un　systbme

non－normatif　de　1’ordre　social．　Du　polnt　de　vue　qui　nous　occupe，　un　systeme

d’action　ne　se　d6termine　en　fonction　des　mobiles　du　profit　que　dans　un　seul

aspect，　de　meme　qu’il　ne　se　d6termine　que　dans　un　seul　aspect　en　fonction

des　systemes　d’ic16e　odjective．　Pour　cette　raison－1コ口，　dans　la　situation　objective，

1’analyse　peut　distinguer　au’moins　quatre　616ments；　la　Valeur，　la　Norme，　la

Faeilit6　disponiblee　et　la　R6compense．　Les　deux　derni6res　concernent　un

systeme　non－normatif．

Ka賊s　GG枕esあew＠i轡i臨deずvorkr猛iSCぬen　Periode

Das　Problem　dey　Vberzeugung

von　Sumito　Haruna

　　1m　Werk　zur“Demonstration　des　Dasei簸s　Got£es♪’（1763），　denkt．　Kant，　daB

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　の
der　physiko－theologische　Beweis　vo磁Dasein　Gottes　e量聡e　ArtてJberzeugung

sei．　Dieser　Uberzeugung　aber　ermangelt　es　an　der　AusfUhrlichkeit，　die　der

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サfrechsten　Zweifelsucht　trotzt．　Die　Uberzeugung　he三B£also　eine　Ermangelung

der　mathe田at｛sche箪Gewi6heit　und　logischen　Genauigkelt，　Folglich　trennt

er　sich　vom　physiko－theo玉ogischen　Bewels　wider　Wi玉1en　und　behauptet　den

ontologischen　Beweis　als　den　seinigen，　weil　die　logische　Scharfe　der　Sc嫉e－

B囎gdas　Wichtigste　in　der　Demo誠ratlon　ist．　Es　ist　nur　ein　Gott　und　nμr

ein　Beweisgrund，　d償rch　welchen　es　m6glich　ist，　sein　Dasein　mit　der　Wahr・

nehmung　derlenigen　Notwendigke量t　einzusehen，　die　schlechterdlngs　alles　Ge－

genteil　vernichtigt．

　　∫edoch　Kant　sagt　zum　Beschlu昼：‘‘Es　ist　durchaus　n6tig，　da猛鵬an　sich

vom　Dase沁Gottes｛iberzeuge；es三st　aber　nicht　eben　so　n6tig，　da6　ma薙es

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　ゆ
demonstriere．”　Das量st　sehr　schwer　auszulegen．　Diese　Uberzeug職g　vom

Dasein　Gottes　soll　d｛e　h6here　und　positive　sein，　die　auf　die　strenge． rchiie－

Sung　EinfiuS　aus銭ben　k6nnte．　Denken　ka鷺n　f撫s玉ch　allein，　d．　h．　von　der

むberzeugung　ausgeschlossen，　nie　zustande　kommen．　Der　eige簸t廿mliche　Sch・

luB　ln　seinem　ontologischen　Beweis　beruht　auf　dieser｛）berzeugung．　Sie　isも

weit　n6tiger　als　die　Demonstration．

3


