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行
為
一
状
況
分
析
の
一
般
方
針

　
　
　
こ
こ
で
逸
脱
行
為
と
い
う
の
は
、
行
為
過
程
を
、
行
為
者
に
と
っ
て
は
与
え
ら
れ
た
社
会
状
況
の
一
構
成
要
素
で
あ
る
「
社
会
規
範
」
に

　
　
関
連
づ
け
て
と
ら
え
、
同
規
範
に
よ
る
一
定
の
社
会
的
許
容
領
域
か
ら
“
は
ず
れ
た
”
行
為
局
面
に
つ
い
て
概
念
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
特

　
　
定
の
行
為
局
面
が
被
会
的
に
逸
脱
的
と
認
定
さ
れ
る
程
度
や
範
弼
・
持
続
性
等
は
、
認
定
規
準
で
あ
る
規
範
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
を
一
要

　
　
素
と
し
て
つ
つ
む
社
会
の
全
体
的
な
状
況
と
不
断
に
流
動
的
な
緊
張
関
係
に
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
規
範
自
体
の
存
在
構
造
や
適
用
過
程

　
　
の
複
雑
性
・
多
様
性
な
ど
の
ゆ
え
に
可
成
り
根
対
的
・
恣
意
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
逸
脱
性
は
行
為
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
特
性
で
は
な

　
　
い
の
で
あ
る
。
ま
た
行
為
の
逸
脱
に
関
す
る
い
ま
の
規
定
の
な
か
で
、
社
会
規
範
は
社
会
過
程
分
析
の
た
め
の
理
論
的
準
拠
点
と
し
て
役

　
　
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
経
験
的
に
固
定
し
て
い
る
と
か
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
評
価
的
理
由
は
何
ら
根
拠
と
す

　
　
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
用
い
る
逸
脱
は
倫
理
的
評
価
の
中
味
を
度
外
視
さ
れ
た
中
立
的
な
概
念
で
あ
る
。
こ
の
理
由

　
　
の
た
め
に
、
逸
脱
行
為
と
い
わ
れ
る
具
体
的
表
現
形
態
と
し
て
は
、
個
別
的
・
集
合
的
に
示
さ
れ
る
犯
罪
・
非
行
・
自
殺
・
麻
薬
の
常
習
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な
ど
、
　
ふ
つ
う
社
会
病
理
学
で
扱
わ
れ
る
　
連
の
行
為
種
の
ほ
か
、
「
確
聖
賢
」
や
”
反
体
翻
的
”
な
行
為
な
ど
の
雰
同
調
的
行
為
種
も

　
　
同
一
理
論
の
な
か
で
区
別
な
く
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
私
が
取
り
上
げ
る
問
題
は
、
特
定
の
行
為
に
つ
い

　
　
て
そ
れ
が
病
理
的
か
非
同
調
的
か
の
判
定
を
下
す
規
準
に
関
す
る
課
題
で
は
な
く
、
制
度
化
さ
れ
た
社
会
規
範
を
方
法
的
準
拠
点
と
す
る

　
　
見
地
か
ら
、
逸
脱
的
行
為
の
被
会
的
原
因
を
行
為
春
と
状
況
と
の
全
体
約
な
連
関
の
な
か
で
と
ら
え
、
そ
れ
を
体
系
的
に
説
沖
す
る
た
め

　
　
の
　
毅
的
な
統
舎
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
試
み
を
示
す
に
楽
だ
り
、
体
系
化
の
た
め
に
私
の
拠
る
べ
き
二
つ
の
方
針
を
予
め
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
第
一

　
　
は
体
系
化
が
分
析
的
方
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
行
為
の
逸
脱
原
因
の
全
体
に
わ
た
る
科
学
的
洞
察
は
、
了
度
隆
学
が
さ
ま
ざ
ま
の
病
気
の
特
殊
研
究
の
つ
み
重
ね
に
よ
っ
て
進
歩
を
遂

　
　
げ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
個
々
の
逸
脱
の
特
殊
研
究
を
充
実
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
全
体
を
通
じ
る
統
合
酌
な
原

　
　
因
論
は
舞
々
の
研
究
の
単
な
る
寄
せ
集
め
に
よ
っ
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
統
合
化
の
課
題
に
応
え
る
た
め
に
は
、
翼
象
的
に
さ
ま
ざ
ま
の

　
　
行
為
の
動
機
や
行
動
特
性
、
そ
の
発
生
過
程
に
は
た
ら
く
諸
要
因
の
共
通
性
に
蒼
同
し
、
そ
れ
ら
を
現
象
的
実
在
の
特
定
の
側
面
な
い
し

　
　
要
素
と
し
て
予
め
思
惟
的
に
と
り
出
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
連
関
性
の
全
体
を
体
系
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

　
　
手
順
は
分
析
的
方
法
の
要
請
に
し
た
が
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
翼
実
の
具
体
約
過
程
か
ら
今
の
理
論
化
の
目
的
に
と
つ

　
　
て
必
要
な
諸
要
素
・
諸
側
面
を
析
出
し
、
認
識
的
・
思
惟
的
に
構
成
さ
れ
た
こ
れ
ら
諸
要
素
間
の
全
体
的
な
絹
互
連
関
性
な
い
し
論
理
整

　
　
合
的
な
根
互
性
を
も
つ
体
系
を
基
礎
と
し
て
、
経
験
的
実
在
の
な
か
に
勲
章
さ
れ
る
呉
体
的
な
原
因
諸
力
の
複
雑
多
様
な
年
齢
の
か
ら
ま

　
　
り
会
い
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
統
合
化
に
関
す
る
第
二
の
方
針
は
、
経
験
的
諸
事
実
の
な
か
か
ら
分
析
的
に
と
り
嵐
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
要
素
（
要
因
・
変
数
）
が
、

　
　
社
会
学
的
な
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ま
の
体
系
理
論
で
扱
わ
れ
る
内
容
は
、
祇
会
学
の
理
論
的
見
地
に
て

　
　
ら
し
て
意
味
を
も
つ
諸
要
素
の
組
会
せ
な
い
し
梢
互
遮
関
に
つ
い
て
の
法
則
の
定
式
化
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。



　
　
　
第
二
の
こ
の
方
針
に
関
連
し
て
逸
脱
行
為
論
の
現
状
か
ら
い
え
ば
、
理
論
酌
な
統
含
化
の
拠
点
は
心
理
学
か
社
会
学
の
何
れ
か
に
求
め

　
　
ら
れ
る
。
し
か
し
両
者
の
重
要
な
区
洌
は
、
ふ
つ
う
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
認
識
の
澱
象
を
個
人
次
元
の
諸
因
に
限
定
す
る
か
、
そ

　
　
れ
と
も
社
会
次
元
の
諸
因
を
と
り
上
げ
る
か
と
い
う
対
象
の
絹
違
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
専
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
の
相
違
に

　
　
基
づ
い
て
い
る
。
社
会
学
の
理
論
酌
見
地
に
お
い
て
も
、
鮭
会
的
要
鶴
の
系
統
的
な
研
究
を
お
し
進
め
る
た
め
に
は
、
先
ず
行
為
な
い
し

　
　
行
動
に
関
す
る
理
論
的
論
議
が
基
礎
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
の
最
も
要
素
的
な
単
位
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
人
間
の
行
為
だ

　
　
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
為
者
な
い
し
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
携
造
の
構
戒
要
素
の
は
た
ら
き
は
共
通
に
分
析
対
象
と
し
な
が
ら
、
心
理

　
　
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
説
明
へ
の
問
い
か
け
は
最
終
的
に
は
「
ど
の
よ
う
な
個
人
」
と
い
う
こ
と
に
還
一
兀
さ
れ
る
。
そ
れ
の
向
け
ら

　
　
れ
る
中
心
課
題
は
、
岡
一
の
行
為
状
況
に
直
面
す
る
諸
稠
人
が
分
化
納
に
示
す
個
別
的
反
応
差
に
関
与
す
る
変
数
を
確
定
す
る
こ
と
に
あ

　
　
る
。
こ
の
た
め
に
、
通
常
、
あ
る
特
定
の
行
為
を
あ
ら
わ
す
性
向
を
も
つ
パ
…
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
構
成
要
素
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
逸
脱
の
心
理
学
的
説
明
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
逸
脱
原
質
を
生
得
的
衝
動
の
表
現
に
対
し
社
会
的
規
制
が
欠
け
る
事
清
に
帰
す
る
の
で
は

　
　
な
く
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
発
達
な
い
し
学
閣
の
理
論
の
諸
成
果
を
全
面
的
に
と
り
入
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
社
会
学
の
対
象
と
な

　
　
る
社
会
状
況
の
構
成
要
素
は
、
同
時
に
行
為
岩
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
構
成
要
素
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
心
理
学
に
お
い
て
、

　
　
特
定
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
形
成
す
る
で
あ
ろ
う
環
境
状
況
内
の
変
数
が
与
え
ら
れ
た
独
立
の
変
数
と
み
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
鮭
会
学

　
　
で
は
こ
の
よ
う
な
変
数
こ
そ
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
従
属
変
数
な
の
で
あ
る
。
社
会
学
に
お
い
て
繊
発
点
で
先
ず
問
題
と
な
る

　
　
の
は
、
諸
個
人
が
出
会
う
社
会
状
況
の
側
の
変
数
∴
属
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
に
基
本
的
な
間
い
か
け
は
、
　
「
ど
の
よ
う

　
　
な
被
会
状
況
扁
と
い
う
言
葉
に
要
約
さ
れ
る
。

　
　
　
社
会
学
の
今
の
兇
地
か
ら
評
価
す
れ
ば
、
逸
脱
行
為
論
で
・
石
の
観
点
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
統
計
地
図
学

　
　
派
な
い
し
地
理
学
派
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
旨
は
ア
メ
ジ
カ
で
シ
カ
ゴ
学
派
に
羅
す
る
人
々
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
、
今
a
の
叢
論
生
態
学
的

　
　
ア
プ
ロ
ー
チ
の
な
か
に
も
独
自
の
発
展
を
み
て
い
る
。
こ
の
系
譜
を
社
会
学
の
観
点
か
ら
再
評
擁
す
る
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
の
逸
脱

092　
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の
発
生
頻
度
が
、
特
定
範
囲
の
往
会
や
そ
の
内
部
の
さ
ま
ざ
ま
の
集
団
・
地
位
範
疇
ご
と
に
相
対
的
に
一
定
し
、
こ
の
比
率
が
そ
の
状
況

　
　
を
構
成
す
る
人
口
学
的
変
動
と
は
絹
綿
的
に
独
立
で
あ
る
こ
と
を
示
す
統
計
学
的
な
斉
一
性
な
い
し
規
則
性
を
確
か
め
、
経
験
的
に
そ
の

　
　
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
統
計
的
研
究
を
も
と
に
、
行
為
者
の
状
況
を
構
成
す
る
社
会
や
集

　
　
団
の
一
定
の
属
性
と
逸
脱
発
生
の
比
率
と
い
う
二
つ
の
変
数
間
の
相
関
的
な
関
係
、
お
よ
び
同
関
係
を
限
定
す
る
状
況
の
側
の
媒
介
諸
変

　
　
数
の
重
要
性
を
確
か
め
る
こ
と
に
主
た
る
力
を
注
い
で
き
た
。

　
　
　
方
法
論
と
し
て
い
え
ば
、
こ
の
研
究
方
法
は
仮
に
集
合
主
義
と
も
よ
べ
る
も
の
で
あ
る
。
方
法
と
し
て
の
集
合
主
義
は
、
す
で
に
デ
ュ

　
　
ル
ケ
ム
の
噸
自
殺
論
』
に
典
型
的
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
社
会
の
能
動
的
要
素
は
行
為
者
と
し
て
の
欄
人
で
あ
る
こ
と
を
十
分
承
認
し

　
　
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
全
体
は
意
欲
さ
れ
た
増
強
の
行
為
の
い
わ
ば
合
成
力
の
結
果
と
し
て
成
立
し
、
玉
人
の
意
図
を
の

　
　
が
れ
た
独
自
の
法
則
性
を
も
つ
に
い
た
る
経
過
を
承
認
す
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
さ
い
の
行
為
者
は
意
識
す
る
と
否
と
に
拘
わ
り
な
く
、

　
　
こ
の
よ
う
な
独
自
の
実
在
に
よ
っ
て
思
惟
・
行
動
・
意
欲
・
感
得
の
仕
方
を
規
定
さ
れ
、
一
定
の
行
為
方
向
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
事
実
を

　
　
強
調
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
統
計
学
的
斉
一
性
の
説
明
原
理
と
す
る
。

　
　
　
方
法
論
的
集
合
主
義
が
、
鳥
人
の
行
為
に
還
元
で
き
な
い
独
自
の
属
性
を
一
定
の
社
会
状
況
内
に
認
め
、
そ
の
な
か
に
成
員
を
逸
脱
行
為

　
　
に
向
か
わ
せ
る
特
定
傾
向
の
原
因
を
帰
属
す
る
こ
と
か
ら
研
究
を
出
発
さ
せ
る
の
に
対
し
、
こ
の
方
針
と
対
立
的
な
方
法
と
し
て
の
個
人

　
　
主
義
は
、
社
会
状
況
の
こ
の
よ
う
な
属
性
が
実
際
に
は
燗
人
や
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
事
情
を
行
為
者
の
側
の
変
数
を
重

　
　
画
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
調
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
研
究
の
出
発
点
か
ら
社
会
状
況
の
諸
要
素
の
全
体
と
し
て
の
実
在
性
は
否
定
さ
れ
る
。

　
　
こ
の
方
法
に
お
い
て
、
個
々
の
行
為
主
体
が
対
応
す
る
社
会
や
集
団
は
、
行
為
が
向
け
ら
れ
る
客
体
の
側
の
状
態
、
つ
ま
り
環
境
な
い
し

　
　
状
況
の
　
部
分
で
あ
る
。
状
況
と
行
為
者
の
関
係
の
処
理
に
関
し
、
方
法
と
し
て
の
個
人
主
義
は
、
周
知
の
よ
う
に
二
様
の
異
な
る
方
向

　
　
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
は
客
観
主
義
で
あ
り
、
第
二
は
主
観
主
義
で
あ
る
。
晒
者
は
状
況
を
行
為
者
か
ら
方
法
論
的
に
切
り
離
し
、

　
　
そ
れ
自
体
の
客
観
性
に
お
い
て
”
外
か
ら
謬
研
究
す
る
こ
と
を
別
個
に
承
認
す
る
と
否
と
に
拘
わ
り
な
く
、
客
観
主
義
的
個
人
主
義
の
ア
ブ
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ロ
ー
チ
は
、
与
え
ら
れ
た
状
況
に
対
す
る
行
為
主
体
の
反
応
を
観
察
可
能
な
指
標
を
通
じ
て
と
ら
え
る
実
証
主
義
の
科
学
的
認
識
の
方
法

を
原
則
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
主
観
主
義
の
そ
れ
は
、
そ
の
状
況
が
行
為
者
の
な
か
に
も
つ
主
観
的
意
味
を
い
わ
ゆ
る
動
機
理
解
の
方
法

に
よ
っ
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
後
者
は
刑
事
学
の
創
始
期
に
お
い
て
、
幽
由
意
志
を
実
証
主
義
の
方
法
の
射
程
範
心
外
に
あ
る
独
立
の

変
数
と
み
た
古
典
学
派
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
た
が
、
最
近
の
逸
脱
行
為
論
で
は
マ
ッ
ツ
ァ
が
陶
観
点
の
独
輿
な
再
評
価
を
試
み
て
い
る
。
そ

れ
は
逸
脱
に
向
か
わ
せ
る
状
況
内
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
対
す
る
行
為
者
の
反
応
が
、
状
況
内
の
構
成
要
素
で
あ
る
法
規
範
に
魍
し
て
そ
の
行

為
者
が
主
観
的
に
抱
く
意
味
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
経
過
を
原
國
論
で
璽
視
す
る
必
要
性
を
力
説
す
る
も
の
で
あ
る
（
U
。
鍵
簿
N
欝
U
象
昌
－

ρ
器
琴
団
鋤
鼠
U
無
び
H
り
黛
》
鳩
℃
．
G
・
山
。
。
）
。
行
為
論
に
お
い
て
、
行
為
者
の
主
観
的
要
素
に
独
立
の
二
会
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
こ
の
方
法

は
、
逸
脱
の
行
為
に
塾
す
る
責
任
を
行
為
者
に
帰
属
さ
せ
る
問
題
意
識
と
薩
接
的
な
関
連
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
こ
に
識
別
さ
れ
た
諸
方
法
の
な
か
で
今
の
課
題
、
す
な
わ
ち
、
二
会
の
経
験
的
過
程
か
ら
分
析
的
に
と
り
出
さ
れ
た
諸
要
望

の
梢
互
関
連
性
の
な
か
に
逸
脱
行
為
の
原
因
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
課
題
に
と
っ
て
最
適
合
的
な
の
は
ど
れ
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
す
べ
て

で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
行
為
状
況
の
諸
要
素
を
体
系
的
に
整
合
す
る
基
礎
は
、
方
法
と
し
て
の
集
合
主
義
と
急
航
主
義
、
お
よ
び

こ
の
両
者
に
互
い
に
交
叉
す
る
客
観
主
義
と
主
観
主
義
の
組
合
せ
か
ら
な
る
方
法
に
よ
る
統
合
化
の
な
か
に
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
経
験
科
学
に
お
い
て
こ
の
統
合
化
の
随
的
は
、
音
楽
の
表
現
に
お
け
る
よ
う
に
陶
時
蘭
に
は
達
成
さ
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
に
分
か
た
れ
る
一
定
数
の
変
数
間
の
連
関
分
析
を
つ
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ

て
可
能
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
脈
絡
分
析
の
方
法
に
し
た
が
っ
て
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
分
析
の
方
法
の
レ
ベ
ル
と

し
て
大
恥
で
き
る
の
は
、
方
法
と
し
て
の
ω
集
合
主
義
と
客
観
主
義
、
鋤
客
観
主
義
と
個
人
主
義
、
㈹
個
人
主
義
と
主
観
主
義
、
樹
主
観

主
義
と
集
合
主
義
の
各
組
合
せ
で
あ
る
。

　
先
ず
第
一
の
組
合
せ
に
つ
い
て
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
状
況
に
対
す
る
客
観
主
義
は
同
状
況
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
連
関
が

個
々
の
行
為
者
の
主
観
酌
意
図
を
こ
え
た
構
造
的
因
果
性
を
も
ち
、
そ
れ
が
行
為
者
に
還
元
不
可
能
な
独
自
の
特
性
を
も
つ
こ
と
を
主
張

　
　
　
　
逸
脱
の
行
為
一
状
況
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
哲
勝
轡
研
究
　
　
鑓
五
百
十
四
ロ
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟
ハ

ー2
2
　
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
験
酌
研
究
に
お
い
て
は
、
行
為
者
に
と
っ
て
所
与
の
祉
会
状
況
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
特
定
の
連
関
性
を
独
立
変

　
　
数
と
み
、
そ
れ
が
従
属
変
数
と
し
て
の
行
為
者
に
集
合
的
に
み
ら
れ
る
特
定
の
反
応
（
統
計
的
事
実
に
よ
っ
て
観
察
可
能
）
に
及
ぼ
す
関

　
　
係
、
な
い
し
こ
の
関
係
が
岡
関
係
の
変
化
を
条
件
づ
け
る
媒
介
変
数
（
例
え
ば
、
社
会
的
地
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
に
依
存
す
る
事
精
が
追
究
さ

　
　
れ
る
こ
と
に
な
る
。
方
法
と
し
て
の
客
観
主
義
と
欄
入
主
義
の
組
質
せ
に
よ
る
第
二
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
粗
壁
に
交
換
す

　
　
る
行
為
や
直
接
的
な
行
為
状
況
（
例
え
ば
、
特
定
の
集
団
厭
属
や
そ
れ
の
重
機
姓
）
と
の
関
係
な
ど
が
変
数
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
こ
と

　
　
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
の
主
観
主
義
と
今
入
主
義
の
組
手
せ
に
よ
る
ア
ブ
揖
ー
チ
で
は
、
独
立
変
数
と
し
て
の
行
為
状
況
や
媒
介
変
数

　
　
に
選
ば
れ
る
そ
れ
も
共
に
、
行
為
主
体
に
と
っ
て
何
ら
か
の
意
味
を
も
つ
可
能
的
に
み
わ
た
し
う
る
諸
客
体
の
全
体
の
一
部
で
あ
る
と
み

　
　
な
す
観
点
か
ら
再
規
定
が
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
与
え
ら
れ
た
状
況
に
対
す
る
個
人
の
可
能
な
反
応
を
条
件
づ
け
る
変
数
は
、
行
為

　
巻
膚
身
に
と
っ
て
同
状
況
が
も
つ
意
味
　
　
ト
ー
マ
ス
の
用
語
で
い
え
ば
、
　
「
状
況
の
規
定
」
　
　
で
あ
る
（
舞
芝
。
ピ
8
び
。
ヨ
歩
巨
お

　
ご
器
＆
議
δ
畠
蛋
民
鼠
ω
0
9
鍛
一
じ
d
窪
零
ぴ
属
郎
壼
島
℃
。
麟
o
p
欝
簿
ざ
H
り
b
。
圃
）
。
童
観
主
義
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
何
ら
か
の
意
味
を
そ
の
時
の
状

　
　
況
に
附
与
す
る
と
、
つ
づ
い
て
な
さ
れ
る
行
為
や
そ
れ
の
結
果
は
そ
の
附
与
さ
れ
た
意
味
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
経
過
が
分

　
析
拠
点
と
し
て
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
方
針
で
は
、
状
況
は
主
観
的
状
況
で
あ
り
、
そ
れ
を
解
釈
す
る
行
為
巻
の
主
観
か
ら
は
な
れ
て
爾
一

　
約
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
社
会
学
に
お
い
て
通
常
用
い
ら
れ
る
以
上
三
つ
の
方
法
の
ほ
か
に
、
第
四
の
も
の
と
し
て
主
観
主
義
と
禽
舎
主
義
の
組
合
せ
か
ら
な
る

　
方
法
の
可
能
性
を
独
自
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
主
観
主
義
が
祉
会
状
況
を
行
為
老
に
と
っ
て
与
件
と

　
　
み
な
し
、
客
観
主
義
が
同
与
件
糊
互
の
客
観
的
関
連
分
析
を
主
要
な
課
題
と
す
る
の
に
対
し
、
こ
の
与
件
を
従
薦
変
数
と
す
る
よ
う
な
行

　
為
者
の
醤
酌
意
識
嫌
な
「
、
は
た
ら
き
か
け
」
、
す
な
わ
ち
客
観
的
な
行
為
状
況
に
対
す
る
行
為
者
の
反
作
用
な
い
し
主
体
約
な
実
践
の
効

　
果
を
醐
題
と
す
る
。
こ
の
方
法
は
、
行
為
巻
の
主
観
・
的
要
素
よ
り
独
立
し
た
客
体
の
構
造
事
由
果
性
が
、
行
為
者
の
動
機
や
専
掌
に
よ
る

　
駆
勤
晒
の
い
わ
ば
背
後
か
ら
は
た
ら
い
て
そ
の
行
為
経
過
を
限
定
拘
滅
す
る
と
い
う
第
一
、
第
二
の
分
析
方
法
を
承
認
し
な
が
ら
、
同
時



に
そ
の
構
造
的
魍
果
性
が
行
為
者
の
昌
的
的
駆
動
因
に
よ
っ
て
…
逆
に
限
定
拘
束
さ
れ
る
可
変
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
行
為
者
に
よ
る
こ
の

よ
う
な
可
変
的
「
も
の
」
と
し
て
状
況
は
存
在
し
う
る
と
い
う
、
主
体
的
な
行
為
分
析
の
観
点
を
蓬
本
前
提
と
し
て
承
認
す
る
。
そ
れ
は

行
為
着
の
主
体
的
な
構
想
力
に
導
か
れ
る
非
隅
調
の
逸
脱
の
行
為
論
の
な
か
で
特
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
方
法
は
、

所
与
の
状
況
叢
叢
要
素
の
關
四
連
の
体
系
性
・
統
合
性
と
は
本
質
的
に
無
関
係
な
不
測
の
又
本
来
予
知
し
難
い
不
確
定
な
変
革
的
行
為
要
素

に
対
し
て
も
、
正
当
な
位
心
づ
け
を
与
え
る
こ
と
の
遮
ら
れ
る
逸
脱
行
為
論
で
強
調
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
行
為
の
不
確
定
要
素
に
よ
っ
て
状
況
垂
心
要
素
が
何
の
遮
関
も
な
い
偶
然
的
な
複
三
体
と
な

る
こ
と
を
予
想
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
行
為
状
況
の
全
体
と
し
て
の
連
関
は
、
本
来
予
測
し
難
い
よ
う
な
傾
向
性
を
も

大
部
分
そ
の
構
造
的
要
素
の
な
か
に
組
み
入
れ
、
内
在
化
さ
せ
る
強
い
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
性
に
反
対
す
る
諸
力
と
の
緊
張

関
係
の
な
か
に
歴
史
を
決
定
す
る
行
為
要
素
を
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
逸
脱
行
為
の
生
ず
る
経
過
の
基
ホ
的
な
部
分

は
梅
造
化
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
功
利
主
義
の
行
為
論
を
批
判
し
た
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
観
点
も
、
ま
た
現
に
多
く
の
非

同
調
的
逸
脱
が
行
為
者
の
主
観
的
意
図
に
反
し
て
現
実
に
容
易
に
う
ら
ぎ
ら
れ
て
き
た
理
由
も
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
主
観
霊
界
と
集
合
孟
義
の
組
合
せ
か
ら
な
る
分
析
方
法
と
し
て
割
に
理
解
で
き
る
内
容
は
、
所
与
の
靴
会
的
な
い
し
集
団
的
な
漫
事
を
、
概
察
可
能
な

指
標
を
逓
じ
て
〃
外
か
ら
”
観
察
す
る
と
い
う
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
提
嘱
に
典
型
的
に
う
か
が
え
る
実
証
主
義
の
方
法
で
は
な
く
、
そ
れ
の
「
内
な
る
も

の
」
を
直
接
的
に
理
解
す
る
解
釈
的
方
法
で
あ
る
。
文
化
理
解
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
や
M
・
ミ
ー
ド
な
ど
の
方
法
が
こ
の
例
で
あ
る

（
頃
■
彊
幽
≦
9
α
q
昌
。
ご
．
．
8
団
喝
⑦
ω
○
隔
ω
o
魚
◎
♂
σ
q
8
鉱
8
一
話
。
壇
誓
い
博
》
ミ
ミ
，
．
恥
。
竃
ミ
「
沁
偽
聲
》
卜
ρ
c
Q
I
伊
お
①
G
Q
》
℃
や
“
G
o
α
一
“
高
O
）
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
い
う
内
容

は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
と
は
全
く
暴
な
っ
て
い
る
。
社
会
的
事
実
の
変
動
・
変
革
の
原
動
力
と
な
る
よ
う
な
行
為
活
動
の
内
衙
的
理
解
が
、
こ
こ
で
念

頭
に
お
か
れ
て
い
る
方
怯
で
あ
る
。
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二
　
行
為
一
状
況
の
構
成
要
素

逸
脱
の
行
為
－
状
況
理
論

七
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こ
れ
ま
で
の
論
述
は
総
合
化
・
統
舎
化
の
醤
的
に
応
え
る
た
め
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
方
法
の
指
摘
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に

問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
理
論
的
素
材
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
行
為
－
状
況
を
溝
成
す

る
諸
要
素
の
な
か
か
ら
今
の
理
論
化
の
藻
的
に
と
っ
て
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
分
析
的
に
抽
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
全
体
関
連
的

に
確
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
別
掲
の
図
は
思
考
の
た
め
の
い
わ
ば
繋
留
点
と
し
て
そ
れ
ら
の
全
体
を
暫
定
的
に
位
置
づ
け
た
図
式
で
あ
る
。

し
ば
ら
く
順
を
追
っ
て
同
図
に
基
づ
く
説
明
を
試
み
よ
う
。

　
ω
　
行
為
の
構
成
要
素

　
行
為
の
構
成
要
素
を
抽
出
す
る
に
当
た
り
、
私
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
し
た
が
い
、
行
為
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
を
設
定
す
る
。
こ
の
図
式
に
お
い
て
分
析
の
基
礎
的
単
伎
は
、
単
位
行
為
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
、
こ
の
単
位
行
為
は
論
理
的
に
次
の
五
つ
の
構
成
要
素
か
ら
成
り
立
つ
も
の
と
考
え
る
。

　
1
　
行
為
の
動
因
と
し
て
の
行
為
者
（
鋤
9
0
H
）

　
2
　
行
為
の
過
程
が
そ
の
達
成
に
向
か
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
る
何
ら
か
の
予
期
さ
れ
た
事
態
、
　
つ
ま
り
欝
的
な
い
し
臼
標
（
魯
岱
自

　
　
鵬
。
⇔
一
）

　
3
　
醒
的
達
成
の
た
め
の
手
段
（
ヨ
㊦
鶴
欝
ω
）

　
4
　
目
酌
達
成
の
た
め
の
可
能
な
手
段
の
選
択
に
お
い
て
、
社
会
的
に
許
容
さ
れ
た
仕
方
を
規
定
・
調
整
す
る
規
範
的
規
制
（
8
村
営
禦

　
　
江
毒
器
σ
q
三
簿
陣
露
）

　
5
　
行
為
・
活
動
な
い
し
営
為
の
結
果
と
し
て
の
「
報
酬
」
に
対
す
る
動
機
づ
け
の
動
員
（
ヨ
。
ぴ
臣
鑓
瓜
○
欝
。
｛
導
○
碧
く
鶴
轡
δ
昌
）

　
行
為
の
構
成
要
素
に
関
す
る
こ
の
図
式
は
、
パ
！
ソ
ソ
ス
に
な
ら
い
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
的
行
為
論
に
お
い
て
基
礎
的
範
疇
と
さ
れ

た
臼
的
合
理
性
（
行
為
主
体
の
混
的
達
成
へ
の
合
理
的
考
量
）
を
基
軸
に
構
想
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
図
式
は
ウ
ェ
：
パ
ー
に
お

け
る
よ
う
な
記
述
的
類
型
概
念
と
は
異
な
り
、
理
念
型
と
し
て
の
穏
的
合
理
的
行
為
に
含
ま
れ
る
諸
要
素
を
分
析
的
に
抽
出
し
て
と
り
出



し
、
諸
要
素
間
の
相
互
連
関
、
あ
る
い
は
、
ま
と
ま
り
に
よ
っ
て
論
理
演
繹
的
な
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ

る
。
ほ
か
の
行
為
類
型
－
価
露
盤
理
的
・
感
動
的
と
く
に
情
緒
的
・
伝
統
的
各
行
為
1
は
、
分
析
的
な
こ
の
同
一
図
式
に
よ
っ
て
説

明
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
い
ま
の
図
式
は
、
美
的
－
手
段
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
、
行
為
主
体
が
独
自
に
も
つ
主
体
の
自

由
意
志
の
要
素
を
分
析
的
に
独
立
の
変
数
と
し
て
特
に
強
調
す
る
点
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
強
調
点

こ
そ
、
主
観
主
義
を
認
め
る
こ
の
行
為
図
式
の
要
点
な
の
で
あ
る
。

行為一状況の構成要素

ヲ形態三掌ftCJ開聞夢こ
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〇

　
し
か
し
、
黛
的
設
定
・
手
段
選
択
は
ー
パ
ー
ソ
ソ
ス
の
表
現
を
借
り
れ
ば
－
行
為
春
の
も
つ
独
立
の
決
定
的
な
選
択
要
因
に
基
づ

い
て
遂
行
さ
れ
る
に
し
て
も
、
こ
の
選
択
は
「
状
況
が
工
者
選
一
を
許
容
す
る
限
り
」
、
「
行
為
者
の
統
制
可
能
な
限
定
内
」
で
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
8
●
℃
霧
ω
9
多
穆
7
0
ω
霞
ぎ
け
霞
o
o
h
ω
0
9
銑
》
a
o
P
8
Φ
。
。
御
門
N
鼠
鼠
こ
日
置
ρ
ワ
濠
）
。
し
た
が
っ
て
、
主
観
主
義
の

行
為
論
に
お
い
て
は
、
行
為
の
構
成
要
素
は
所
与
の
行
為
状
況
の
な
か
で
行
為
者
の
主
観
に
還
元
で
き
、
ま
た
現
に
行
為
老
に
よ
っ
て
統

制
可
能
な
部
分
の
み
が
麟
式
の
な
か
で
問
題
の
対
象
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
行
為
の
諸
要
素
に
関
す
る
理
論
は
、
外
在
的
な
状
況
要
因
自
体

の
客
観
的
論
理
に
関
す
る
そ
れ
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
由
の
た
め
に
、
行
為
の
諸
要
素
は
状
況
と
の
国

連
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
租
的
は
「
委
託
」
（
o
O
ヨ
ヨ
騨
鑓
②
簿
）
、
規
範
的
規
制
は
「
岡
調
…
逸
脱
」
、
手
段
は
「
利
用
可
能
性
」
（
禦
鉱
定
ぴ
留

｝同

ｯ
）
、
動
機
づ
け
は
「
動
員
」
の
各
用
語
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
行
為
者
に
と
っ
て
二
塁
の
行
為
状
況
は
、

行
為
の
構
成
要
素
の
部
分
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
そ
れ
窟
体
は
行
為
者
の
主
観
か
ら
独
立
し
た
客
観
的
実
在
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
行
為
状
況
の
各
要
素
に
対
応
す
る
祉
会
状
況
の
客
観
的
要
素
群
と
し
て
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
社
会

の
集
団
的
状
況
の
ほ
か
文
化
的
お
よ
び
資
源
的
状
況
と
い
う
三
つ
の
分
析
レ
ベ
ル
を
区
別
す
る
。
そ
の
各
々
は
行
為
体
系
の
下
位
体
系
を

な
す
も
の
で
あ
る
。

　
行
為
状
況
の
な
か
に
は
右
の
三
者
の
ほ
か
罪
社
会
的
状
況
が
あ
る
。
そ
の
申
心
的
な
も
の
は
、
生
物
有
機
体
と
し
て
の
行
為
者
が
も
つ

生
物
学
的
・
生
理
学
好
楽
特
性
と
地
理
的
・
形
態
学
的
な
諸
環
境
で
あ
る
。
養
老
の
状
況
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
の
な
か
に

は
、
露
我
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
行
為
の
経
過
に
お
い
て
手
段
と
し
て
役
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
限
り
、
行
為
者

に
よ
っ
て
統
擬
可
能
な
範
囲
に
と
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
醗
与
の
絶
対
性
は
趨
対
化
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ

の
程
度
に
は
限
界
が
あ
る
。
主
観
主
義
を
方
法
と
す
る
行
為
論
の
な
か
で
、
パ
…
ソ
ソ
ス
が
戦
前
に
提
嘱
し
た
よ
う
な
「
主
意
主
義
的
理

論
」
に
代
表
さ
れ
る
因
果
論
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
点
は
、
手
段
の
選
択
が
こ
れ
ら
の
客
観
的
状
況
と
は
因
果
的
に
独
立
し
た
、
行
為
主
体

の
も
つ
自
由
な
意
志
的
要
素
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
同
じ
く
主
観
主
義
の
方
法
に
立
ち
な
が
ら
、
主
意
主
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義
か
ら
発
展
す
る
「
行
為
の
一
般
理
論
」
に
お
い
て
は
、
行
為
は
自
意
識
性
（
潜
我
・
自
己
葱
識
）
を
基
本
約
特
徴
と
し
な
が
ら
、
同
時
に

行
為
者
霞
体
の
生
理
的
・
心
理
曲
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
動
員
過
程
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
い
わ
ば
両
義
酌
行
為
論
に
お
い

て
呂
発
点
と
な
る
の
は
、
行
為
主
体
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
お
け
る
生
理
的
・
心
理
的
変
化
お
よ
び
そ
の
行
為
主
体
の
お
か
れ
た
状
況
に

お
け
る
外
界
刺
激
（
誘
因
）
に
よ
っ
て
よ
び
さ
ま
さ
れ
駆
動
さ
れ
た
欲
求
な
い
し
衝
動
・
動
乱
（
母
ぞ
⑩
）
の
認
識
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

行
為
の
主
観
性
は
、
動
因
に
応
じ
パ
…
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
お
け
る
特
定
の
状
態
お
よ
び
状
況
の
特
定
の
客
体
が
「
状
況
の
規
定
」
の
も
と
で
翼

的
と
し
て
選
定
酌
に
設
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
。
　
い
ま
の
分
析
に
お
い
て
選
ば
れ
る
観
点
は
、
　
マ
ッ
ツ
ァ
に
よ
っ
て
．
、
ω
o
｛
酔

篇
①
冨
誉
駄
蝕
ω
簿
．
、
と
名
付
け
ら
れ
た
、
こ
の
よ
う
な
両
義
論
で
あ
る
。

　
　
ω
○
粋
山
Φ
8
吋
欝
鑓
冨
ヨ
と
い
う
用
諮
は
、
マ
ッ
ツ
ァ
が
エ
ド
ワ
…
ド
の
燭
法
を
踏
襲
し
て
驚
い
た
の
に
拠
っ
て
い
る
（
勺
●
国
恥
棄
鷲
F
．
、
鴻
⇔
氏
§
斜
ω
O
坤

　
σ
象
巽
諺
ぎ
冨
影
、
、
v
ぎ
ω
響
麟
。
昆
．
亀
‘
同
）
Φ
8
国
警
岡
巴
。
。
ヨ
鰹
鳥
男
捲
魯
。
影
汐
轡
冨
》
σ
q
o
o
｛
寓
。
留
肖
影
ω
o
島
回
陣
Φ
雲
影
①
ど
や
お
9
0
臨
G
鎧
餌
け
N
2

　
0
唱
辱
。
跨
”
も
や
軌
－
回
し
Q
）
。
。
。
o
津
（
冨
δ
戦
簿
ぼ
貯
ヨ
は
、
こ
れ
と
対
照
的
に
区
甥
き
れ
る
げ
箆
箆
（
圃
驚
賃
き
ぎ
冨
ヨ
が
、
行
為
の
決
定
に
窟
劇
意
志
が
蔽
め
る

　
独
立
の
意
義
を
認
め
ず
、
そ
れ
が
社
会
的
・
難
論
会
的
条
件
に
よ
っ
て
決
定
き
れ
る
経
過
を
実
証
主
義
の
方
法
に
よ
っ
て
確
定
し
よ
う
と
す
る
の
に
対

　
し
て
、
自
由
意
志
が
独
立
の
変
数
と
し
て
も
つ
露
要
性
を
隣
時
に
認
め
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

　
こ
の
方
法
の
一
特
徴
は
、
行
為
分
析
に
当
た
り
行
為
の
経
過
に
心
理
的
・
生
理
的
諸
要
素
の
も
つ
重
要
性
を
考
慮
に
入
れ
る
と
こ
ろ
に
求

め
ら
れ
る
。
行
為
者
に
よ
る
凱
的
の
設
定
や
手
段
の
選
択
、
さ
ら
に
行
為
の
遂
行
の
仕
方
が
一
方
面
極
型
と
し
て
主
意
主
義
的
に
な
さ
れ
る

と
す
れ
ば
、
麹
方
の
極
に
お
い
て
そ
れ
は
非
合
理
な
欲
求
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
慮
己
に
と
っ
て
等
覚
的
に
制
御
で
き
な
い
ま
た
は
困
難
な

非
合
理
的
孝
廉
（
な
い
し
衝
動
）
に
よ
り
菅
薦
約
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
い
る
状
態
な
い
し
感
情
約
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
現

実
の
行
為
は
合
理
的
一
嵩
合
理
的
の
二
つ
の
極
の
コ
ソ
チ
ニ
ュ
ア
ム
の
な
か
の
何
れ
か
の
位
置
に
配
列
さ
れ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
こ
の
こ
と
は
、
行
為
分
析
の
な
か
で
、
逸
脱
行
為
に
み
ら
れ
る
激
情
や
軽
率
さ
に
表
現
さ
れ
る
雰
合
理
的
要
素

の
役
割
に
正
当
な
位
澱
を
与
え
る
と
い
う
今
の
課
題
に
応
ず
る
も
の
と
い
え
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
精
神
分
析
学
の
見
地
を
垂
給
す
る
逸
脱
行
動
の
論
者
は
、
行
為
春
に
よ
っ
て
抱
か
れ
て
い
る
動
機
や
表
明
さ
れ
る
観

　
　
　
　
逸
脱
の
行
為
一
状
況
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
「
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一
瓢

ー8
2
　
念
・
思
想
が
、
多
く
の
場
合
彼
ら
に
は
十
分
意
識
さ
れ
な
い
無
意
識
の
動
機
、
つ
ま
り
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
深
層
に
あ
っ
て
常
に
充
足
さ

　
　
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
生
物
学
的
動
因
や
本
能
的
欲
求
に
基
づ
く
行
為
の
合
理
化
に
す
ぎ
な
い
経
過
に
深
い
溝
察
を
癒
え
て
き
た
。
生

　
　
物
有
機
体
と
し
て
の
行
為
春
の
生
理
学
的
諸
特
性
が
行
為
に
加
え
る
非
合
理
的
な
も
の
と
、
自
然
的
な
議
論
特
性
か
ら
根
対
的
に
独
立
し

　
　
た
自
我
に
お
け
る
主
意
主
義
的
要
素
の
闘
の
緊
張
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
よ
り
、
行
為
論
は
生
身
の
人
間
に
関
す
る
人
間
学
的
解
釈
の
基

　
　
礎
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
厨
的
と
し
て
の
逸
脱
・
反
抗
と
、
手
段
と
し
て
の
そ
れ
ら
と
の
区
別
も
、
こ
の
よ
う
な
緊
張

　
　
関
係
に
注
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
鉢
炉
諺
．
○
。
已
。
①
び
↓
財
。
舅
§
簿
一
〇
塗
。
h
ω
。
9
鉱
○
◎
⇔
鹸
。
漕
μ
り
窃
ρ

　
　
薯
．
農
v
心
。
。
ふ
9
鵯
塗
）
。
も
と
よ
り
行
為
の
こ
れ
ら
の
内
在
的
諸
要
素
は
、
客
観
的
な
社
会
状
況
内
の
構
造
的
・
過
程
的
聖
駕
疇
に
関

　
　
連
づ
け
て
と
ら
え
る
の
で
な
け
れ
ば
社
会
学
的
と
は
い
え
な
い
。
行
為
者
を
社
会
状
況
の
構
造
内
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
地
位
に
当
て
は
め

　
　
ら
れ
た
存
在
と
し
て
、
又
そ
れ
に
伴
う
諸
利
害
の
具
現
と
し
て
と
り
扱
う
方
針
な
ど
は
、
社
会
学
に
お
い
て
特
に
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
要
請
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
関
述
を
論
ず
る
前
に
な
お
若
干
の
内
容
に
触
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
行
為
分
析
の
な
か
で
枢
要
な
位
概
を
占
め
る
範
疇
で
あ

　
　
る
欲
求
に
関
し
、
日
常
的
な
そ
れ
に
基
本
的
・
随
伴
的
と
い
う
二
つ
の
種
類
の
区
別
を
設
け
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
の
欲
求
に
は
、
個
体

　
　
の
生
命
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
自
我
動
因
を
代
表
す
る
種
類
と
、
社
会
的
客
体
を
求
め
て
努
力
す
る
対
象
動
因
の
そ
れ
が
含
ま
れ
る
。
こ

　
　
の
二
つ
の
動
因
の
充
足
は
生
物
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
人
間
に
と
っ
て
不
可
欠
の
毒
魚
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
生
き
る
た
め
に
基
本
的
・

　
　
絶
量
的
な
欲
求
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
栓
会
的
存
在
で
あ
る
人
間
に
と
っ
て
そ
の
内
容
や
充
足
の
方
式
は
特
定
の
与
え
ら

　
　
れ
た
歴
史
段
階
に
お
け
る
社
会
状
況
の
諸
要
素
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
編
対
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
生
命

　
　
を
維
持
す
る
基
本
的
欲
求
も
現
実
に
は
一
定
の
体
剃
的
な
財
の
生
産
・
分
配
機
構
に
対
応
さ
せ
て
理
解
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
行
為
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
普
通
、
“
需
要
の
欲
求
”
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
欲
求
は
、
一
定
の
社
会
経
済
機
構
の

　
　
な
か
で
あ
る
役
割
を
果
た
す
結
果
あ
た
え
ら
れ
る
「
報
酬
」
な
い
し
そ
れ
を
可
能
に
す
る
一
定
の
地
位
～
役
割
取
得
に
対
す
る
持
続
的
な
欲



　
　
求
で
あ
る
と
再
規
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
随
伴
的
欲
求
と
い
う
の
は
、
往
会
的
状
況
に
当
て
は
め
ら
れ
、
そ
れ
に
自
己
を
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
附
随
的
に
生
ま
れ
る
社
会
・

　
　
心
理
麗
な
欲
求
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
先
述
し
た
基
本
約
欲
求
か
ら
分
析
的
に
区
別
す
る
こ
と
は
、
後
述
す
る
絶
対
的
窮
乏
と
絹
対
的
不

　
　
満
の
区
別
に
応
ず
る
た
め
に
も
今
の
理
論
化
の
撰
的
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
私
は
随
伴
的
欲
求
の
種
類
を
、
基
本
的
欲

　
　
求
の
二
つ
の
種
類
と
対
応
闘
係
に
お
い
て
識
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
充
実
（
螢
餌
①
ρ
旧
型
。
楼
）
の
欲
求
（
達
成
・
独
立
・
認
知
の
各
欲
求
か
ら

　
　
成
り
立
つ
）
と
、
自
他
の
対
人
関
連
の
な
か
で
み
た
さ
れ
る
表
出
約
な
い
し
情
緒
的
安
定
（
①
罎
○
賦
○
口
紐
ω
①
o
霞
騨
《
）
の
欲
求
（
愛
情
・

　
　
所
属
の
両
欲
求
）
と
名
づ
け
て
問
題
に
し
よ
う
。
こ
の
両
者
は
膚
我
の
観
点
か
ら
み
て
、
そ
れ
ぞ
れ
求
心
的
（
8
霞
霞
首
①
欝
｝
）
と
遠
心
的

　
　
（
。
魯
霞
罵
¢
α
q
巴
）
何
れ
か
の
絹
反
す
る
方
向
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
求
心
酌
な
自
己
充
実
の
欲
求
の
経
験

　
　
的
対
応
物
の
一
例
は
、
極
め
て
排
他
的
な
利
得
や
財
な
い
し
権
力
な
ど
の
獲
得
へ
の
欲
求
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
欲
求
の
現
実
約
表
現

　
　
形
態
は
既
に
多
く
の
論
者
も
注
意
を
促
し
て
き
た
よ
う
に
歴
史
的
に
相
対
的
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
資
本
主
義
を
定
義
す
る
な
か
で
、
営

　
　
利
的
欲
求
の
充
足
を
人
々
に
積
極
的
に
は
か
ら
せ
る
力
が
、
人
間
性
に
根
ざ
す
衝
動
を
た
ま
た
ま
も
ち
合
わ
せ
て
い
る
個
人
の
問
題
で
な

　
　
く
、
歓
会
文
化
的
に
規
定
さ
れ
た
期
待
と
な
っ
て
い
る
事
実
経
過
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
資
本
主
義
的
生

　
　
産
様
式
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
規
定
さ
れ
た
文
化
的
要
素
、
つ
ま
り
資
本
主
義
的
「
精
神
」
の
誘
因
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
外
か
ら
動
機
づ

　
　
け
を
え
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
を
生
ぜ
し
め
る
た
め
に
は
、
す
で
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
基
本
的
欲
求
に
対
す
る
資
源
的
状
況
か

　
　
ら
の
非
規
範
的
拘
束
が
因
果
的
に
深
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
本
稿
の
課
題
は
、
物
議
を
か
も
す
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
の
よ
う
な
経
験
的
事
実
の
追
究
そ
の
も
の
に
は
な
く
、
そ
れ
ら
を

　
　
も
含
む
類
似
の
諸
事
実
を
包
括
的
に
説
明
す
る
た
め
に
必
要
な
分
析
的
理
論
を
構
想
す
る
こ
と
で
あ
る
。
複
雑
な
諸
事
実
の
う
ち
か
ら
そ

　
　
の
一
端
を
例
証
と
し
て
掲
げ
た
記
述
で
も
う
か
が
え
た
よ
う
に
、
行
為
状
況
の
図
式
は
行
為
の
構
成
要
素
と
し
て
既
に
分
析
的
に
析
趨
さ

　
　
れ
た
諸
部
分
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
要
素
を
行
為
状
況
内
か
ら
選
び
温
す
こ
と
に
よ
っ
て
設
定
可
能
で
あ
る
。
こ
の
各
々
は
行
為
者
に
と

脚　
　
　
　
　
　
逸
脱
の
行
為
一
状
況
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
ご



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
幸
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

20
2
　
っ
て
は
所
与
の
、
そ
の
意
図
か
ら
独
立
し
た
構
造
的
因
果
の
も
と
に
あ
る
客
観
的
な
社
会
状
況
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

　
　
私
は
そ
れ
ら
を
先
ず
、
　
「
価
値
」
・
「
筆
墨
」
・
「
用
具
」
（
舅
⇔
o
濠
受
）
・
「
報
酬
」
（
菊
Φ
有
錠
儀
）
の
受
用
藷
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
行
為
の
社
会
状
況
を
構
成
す
る
こ
れ
ら
の
要
素
間
の
連
関
に
よ
る
概
念
図
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
対
応
す
る
行
為
の
要
素
間
の
図
式

　
　
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
経
験
的
対
応
性
を
も
ち
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
自
体
は
抽
象
度
の
高
い
レ
ベ
ル
で
構
築
さ
れ
る
理
論
的
な
構
成

　
　
物
で
あ
る
。
行
為
と
状
況
の
各
図
式
は
組
…
互
に
対
応
す
る
根
似
型
モ
デ
ル
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
行
為
…
状
況
の
分
析
的
理
論
を
構
想
す
る
う
え
で
、
方
法
論
的
に
私
が
拠
っ
た
重
要
な
準
拠
点
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
る
行
為
の
一
般
理
論
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
意
図
は
、
行
為
の
分
析
的
諸
要
素
に
よ
っ
て
論
理
演
繹
的
な
命
題
の
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
実
際
に

　
　
　
は
分
析
の
た
め
の
カ
テ
ゴ
リ
…
の
設
定
な
い
し
翻
式
の
提
示
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
本
稿
に
お
け
る
私
の
豊
麗
は
、
行
為
と
状
況
の
縮
似
型
的
麟
式
に

　
　
　
よ
っ
て
、
逸
脱
的
行
為
の
原
鰹
に
凝
す
る
経
験
的
研
究
を
、
再
能
に
す
る
よ
う
な
論
理
演
繹
的
な
命
慰
の
体
系
を
構
想
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
勧
　
社
会
の
文
化
的
・
資
源
的
状
況
の
構
成
要
素

　
行
為
者
に
と
っ
て
与
え
ら
れ
た
状
況
内
の
構
成
要
素
の
う
ち
「
価
値
」
と
「
規
範
」
の
爾
者
は
、
社
会
の
文
化
的
状
況
（
祉
会
共
有
的

な
規
範
的
価
値
の
組
織
体
）
の
二
つ
の
主
要
な
要
素
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
二
つ
は
具
体
的
状
況
で
は
結
び
つ
い
て
い
る

が
、
分
析
的
に
切
り
離
す
こ
と
が
可
能
な
、
独
立
に
変
化
す
る
変
数
で
あ
る
。
先
ず
価
値
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
個
人
に
内

在
的
要
素
と
し
て
あ
る
限
り
、
す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
主
観
に
お
い
て
そ
れ
が
種
々
の
望
ま
し
い
も
の
の
評
緬
や
そ
れ
の
獲
得
に
向
か
う

行
為
の
選
択
肢
の
選
択
基
準
と
し
て
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
多
分
に
主
観
的
な
観
念
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
価
値
へ
の
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
と
し
て
行
為
の
一
つ
の
構
成
要
素
と
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
主
観
的
要
素
は
、
そ
の
起
源
や
形

成
経
過
か
ら
い
う
と
個
人
に
よ
っ
て
社
会
的
に
獲
得
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
拘
束
」
に
よ
っ
て
内
在
化
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
社
会
学
の
歴

史
に
お
い
て
、
こ
の
経
過
の
明
確
化
に
関
し
多
大
の
貢
献
を
し
た
代
表
的
な
一
人
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
大
て
い
は
義
人
の

意
識
を
の
が
れ
な
が
ら
、
行
為
者
の
霞
的
蔚
体
の
構
造
の
な
か
に
内
在
化
し
、
可
成
り
主
体
的
な
行
為
の
事
実
上
の
経
過
を
い
わ
ば
内
か



　
　
ら
一
定
方
向
に
決
定
す
る
こ
の
文
化
的
要
素
（
価
値
な
い
し
集
合
意
識
）
が
、
外
在
的
な
桂
会
的
事
実
と
し
て
も
つ
独
自
な
特
性
の
確
定

　
　
を
論
題
と
し
た
（
拙
稿
「
社
会
的
事
実
と
行
為
」
哲
学
研
究
　
第
五
百
六
号
　
四
三
－
一
二
　
一
九
六
七
年
　
二
五
…
五
七
頁
）
。

　
　
　
価
値
は
規
範
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
被
綿
状
況
の
構
成
要
素
と
そ
れ
の
内
在
化
さ
れ
た
結
果
と
し
て
の
行
為
要
素
と
い
う
二
つ
の
側

　
　
面
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
は
、
す
で
に
強
調
し
た
よ
う
に
互
い
に
独
立
に
変
化
す
る
別
個
の
体

　
　
系
を
購
成
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
逸
脱
行
為
に
向
か
わ
せ
る
原
因
の
把
握
も
、
行
為
者
が
価
値
に
よ
る
構
造
酌
法
則
に
拘
束
さ
「
れ
な

　
　
が
ら
、
そ
の
主
観
に
お
い
て
彼
が
岡
行
為
に
結
び
つ
け
た
意
味
を
理
解
す
る
と
い
う
主
観
主
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
全
く
励
燗
に
、
独
慮

　
　
の
実
在
と
し
て
の
社
会
な
い
し
、
価
値
体
系
が
、
ほ
か
の
一
定
の
構
造
的
諸
要
素
と
関
嬉
し
て
行
為
者
の
そ
れ
と
は
異
な
る
社
会
の
機
能

　
　
要
件
に
対
応
し
て
い
る
別
個
の
機
能
に
お
い
て
そ
の
存
在
性
を
追
究
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
問
題
は
、
価
値
の
存
在
構
造
の
多

　
　
一
7
5
性
の
そ
れ
と
も
結
び
つ
き
、
極
め
て
複
雑
な
内
容
の
組
合
せ
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
後
で
も
触
れ
る
よ
う
に
、
デ
ュ
ル

　
　
ケ
ム
や
マ
ー
ト
ソ
は
、
ア
ノ
ミ
ー
論
の
な
か
で
一
つ
の
体
系
を
構
成
す
る
文
化
的
価
値
要
素
の
う
ち
「
幽
々
の
抱
く
野
心
の
準
拠
枠
」
を

　
　
提
供
す
る
貝
的
価
値
の
一
定
の
内
容
に
注
厨
し
、
自
然
成
長
的
な
経
済
社
会
的
関
係
に
由
来
す
る
こ
の
価
値
一
特
に
金
銭
的
成
功
と
い

　
　
う
文
化
的
誘
因
－
が
い
わ
ば
外
か
ら
そ
れ
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ソ
ト
を
強
い
る
こ
と
に
よ
り
、
細
々
の
羨
望
・
野
望
を
か
き
た
て
一
先

　
　
の
分
類
か
ら
い
え
ば
求
心
的
な
自
己
充
実
の
欲
求
を
た
か
ま
ら
せ
一
、
そ
の
機
能
の
ゆ
え
に
、
こ
の
価
値
が
拙
会
の
規
範
的
（
特
に
道

　
　
徳
的
）
統
合
な
い
し
連
帯
に
と
っ
て
逆
機
能
的
な
は
た
ら
き
を
も
っ
こ
と
に
な
る
齪
酷
の
経
過
に
深
い
、
洞
察
を
撫
え
た
（
無
難
囚
’
銀
①
－

　
　
障
o
P
ω
o
。
乾
日
ぴ
8
蔓
鋤
同
託
の
0
9
巴
の
霞
き
叶
貝
①
博
這
お
…
お
く
◎
亀
‘
回
8
メ
℃
℃
．
H
鍵
占
濠
）
。

　
　
　
価
値
要
素
の
一
言
と
し
て
、
ア
ノ
ミ
ー
論
で
可
成
り
限
定
的
に
扱
わ
れ
た
よ
う
な
内
容
の
社
会
的
事
実
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
対

　
　
応
ず
る
規
範
は
、
個
人
の
観
点
か
ら
み
る
と
望
ま
し
い
価
値
饅
的
を
達
成
・
獲
得
す
る
上
で
効
果
的
と
さ
れ
る
可
能
な
手
段
の
う
ち
、
社

　
　
会
曲
見
地
か
ら
み
て
許
容
さ
れ
、
承
認
さ
れ
る
仕
方
を
規
定
・
調
節
・
統
制
す
る
文
化
的
要
素
で
あ
る
。
規
範
要
素
は
、
行
為
者
の
個
人

　
　
的
な
機
能
的
要
件
（
欲
求
）
の
充
足
に
鮒
す
る
対
応
性
と
は
翔
に
一
し
ば
し
ば
そ
れ
に
反
し
て
…
、
社
会
状
況
の
ほ
か
の
要
素
と
の

212　
　
　
　
　
　
逸
脱
の
行
為
一
状
況
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
　
折
罰
勘
ず
研
究
　
　
第
五
冨
十
鰹
肌
乃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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構
造
連
関
の
な
か
で
一
つ
の
体
系
と
し
て
の
社
会
や
集
団
の
機
能
的
要
件
の
充
足
に
か
か
わ
り
あ
い
を
も
つ
。
規
範
に
対
す
る
逸
脱
が
多

　
　
く
の
場
合
、
不
充
足
の
欲
求
の
反
応
形
成
の
意
味
を
も
つ
の
は
、
ま
さ
し
く
個
人
と
祇
会
の
要
件
の
関
係
に
現
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な

　
　
不
適
合
の
た
め
で
あ
る
。
と
り
わ
け
こ
の
こ
と
は
、
規
範
に
、
後
述
す
る
よ
う
な
用
具
・
報
酬
を
め
ぐ
る
葛
藤
を
制
度
化
す
る
意
味
を
含
む

　
　
も
分
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
な
お
の
こ
と
真
で
あ
る
し
、
こ
の
場
合
逸
脱
は
規
範
の
「
支
持
」
に
対
す
る
「
反
対
」
の
意
味
を
も
つ
こ
と
に

　
　
な
る
。
規
範
は
価
値
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
個
人
の
内
に
挫
会
的
な
動
機
づ
け
を
生
み
出
す
内
在
的
要
素
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

　
　
だ
し
価
値
が
特
定
の
行
為
へ
の
傾
向
を
創
造
す
る
機
能
を
も
つ
の
に
対
し
、
規
範
の
機
能
は
抑
制
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
人
の
内
に
社
会

　
　
を
秩
序
づ
け
る
要
因
を
う
く
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
重
要
な
一
つ
の
変
数
で
あ
る
（
規
籍
に
関
す
る
理
論
的
な
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

　
　
別
の
箇
所
で
論
じ
た
。
捜
稿
「
祉
会
規
範
の
類
型
論
」
ソ
シ
オ
ロ
ジ
、
三
五
、
六
号
　
二
五
八
i
二
七
三
頁
）
。

　
　
　
　
パ
…
ソ
ン
ス
は
、
行
為
の
規
範
的
規
制
を
過
度
に
強
調
し
、
欲
求
を
構
造
墨
取
晦
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
社
会
体
系
の
規
範
的
価
値
と
の
関
連
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
て
の
み
把
握
し
た
結
果
、
彼
の
い
う
主
意
主
義
的
行
為
論
は
本
来
の
積
極
的
な
意
義
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
規
籍
は
行
為
－
状
況
を
構
成
す
る
一
つ
の

　
　
　
要
素
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
も
改
め
て
強
調
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

　
行
為
の
構
成
要
素
の
う
ち
、
手
段
の
利
用
可
能
性
と
動
機
づ
け
の
動
員
に
そ
れ
ぞ
れ
紺
応
ず
る
所
与
の
状
況
内
の
範
傭
は
、
「
用
具
扁
と

「
報
酬
」
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
往
会
の
資
源
（
同
Φ
④
○
薩
同
O
Φ
⑭
）
状
況
の
主
要
な
部
分
を
な
す
。
両
者
は
既
に
の
べ
た
価
値
と
規
範
i
さ

ら
に
集
団
的
状
況
の
諸
要
素
一
…
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
①
経
済
・
政
治
・
教
育
・
宗
教
な
ど
社
会
的
現
実
の
機
能
的
に
分
化
し
た
部

分
領
域
に
関
連
し
て
、
そ
の
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
現
実
的
表
現
は
、
②
後
で
述
べ
る
よ
う
な
粒
会
の
集
団
的
枠
組

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
限
定
を
社
会
的
に
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
限
定
は
各
枠
組
に
お
け
る
各
々
固
有
の
機
能
的
要
件
や
同
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

件
を
充
足
す
る
機
構
と
し
て
も
つ
各
要
素
の
構
造
的
配
置
、
全
体
と
し
て
の
構
造
的
脈
絡
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
全
体
が
互
い
に
環
境
と
な

る
関
係
等
に
よ
っ
て
実
際
に
は
極
め
て
複
雑
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
⑧
各
要
素
は
、
行
為
者
の
利
用
可
能
性
や
動
機
づ
け
の
動

員
一
そ
の
他
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
・
同
調
－
逸
脱
な
ど
ー
ー
な
い
し
親
綱
可
能
性
の
程
度
や
状
況
と
し
て
の
一
般
性
の
程
度
な
ど
に
よ
り
、
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そ
の
存
在
形
態
は
、
段
階
あ
る
い
は
深
さ
の
諸
レ
ベ
ル
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
も
あ
る
。

　
最
後
に
あ
げ
た
よ
う
な
段
階
の
う
ち
一
般
性
の
最
も
高
い
、
し
た
が
っ
て
行
為
者
に
と
っ
て
所
与
性
の
程
度
が
最
も
大
き
い
領
域
に
着

員
す
る
と
、
用
具
の
内
容
に
は
、
社
会
の
経
済
構
造
の
把
握
に
と
っ
て
特
に
重
要
と
み
ら
れ
る
労
働
力
や
生
産
手
段
の
よ
う
な
物
的
用
具

の
ほ
か
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
封
建
翻
欄
を
特
徴
づ
け
る
た
め
に
重
視
し
た
竃
⊥
馬
力
の
手
段
の
私
的
所
有
や
統
治
手
段
の
集
中
的
占
有
と
か
、
さ

ら
に
政
治
構
造
の
究
腿
に
と
っ
て
不
可
欠
と
さ
れ
る
政
治
権
力
な
ど
の
非
物
的
な
准
会
的
勢
力
な
ど
が
あ
り
、
何
れ
も
広
く
そ
の
種
類
と

し
て
重
要
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
物
は
疲
れ
も
社
会
約
な
対
立
・
抗
争
の
契
機
と
な
る
よ
う
な
、
非
規
範
的
な
種
類
の

利
害
関
心
を
生
み
撮
す
社
会
の
資
源
で
あ
る
。
状
況
の
客
観
分
析
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
種
類
の
「
喜
実
上
の
豪
農
（
鑓
。
貯
9
。
一
浴
・
。
℃
。
ω
苧

賦
○
旨
）
」
な
い
し
秩
序
づ
け
に
関
す
る
法
則
性
の
科
学
約
認
識
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
歓
会
を
生
産
関
係
の
総
体
と
し

て
と
ら
え
る
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
に
お
い
て
構
成
せ
ら
れ
る
露
礁
の
経
済
約
構
成
体
は
、
そ
の
根
拠
を
生
産
手
段
と
い
う
物
酌
用
具
の
配

分
様
式
に
お
く
も
の
と
再
規
定
さ
れ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
用
具
要
素
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
報
酬
の
内
容
も
所
得
や
消
費
財
の
よ
う
な
物
約
な
も
の
と
、
名
誉
・
威
信
の
よ
う
な
非
物
的
な
も

も
の
に
大
別
で
き
る
。
何
れ
も
行
為
者
を
し
て
社
会
的
関
連
の
も
と
に
随
伴
的
に
生
じ
た
臼
己
充
実
の
欲
求
を
充
足
す
る
た
め
、
そ
れ
に

向
か
い
動
機
づ
け
の
動
員
を
う
な
が
す
よ
う
な
状
況
要
素
で
あ
る
。
そ
の
欲
求
内
容
は
、
先
述
の
よ
う
に
一
定
の
髄
値
の
誘
因
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
報
酬
の
事
実
上
の
配
分
様
式
は
用
具
要
素
の
そ
れ
に
よ
っ
て
薩
接
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
実
際

上
の
こ
う
し
た
経
過
は
、
階
級
分
析
に
関
し
て
、
例
え
ば
マ
ル
ク
ス
が
鋭
く
衝
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
資

本
主
義
的
な
生
産
機
構
の
も
と
で
、
労
働
と
い
う
、
価
値
（
資
源
）
を
生
み
出
す
営
為
の
過
程
が
、
資
本
の
生
産
過
程
と
し
て
の
価
値
増

殖
の
物
的
土
台
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
労
働
の
生
産
物
が
大
で
あ
る
程
、
生
漆
用
具
を
も
た
ぬ
労
働
者
に
配
分
さ
れ
る
物
的
報
酬
は
相

尉
的
に
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
経
過
に
注
意
を
う
な
が
す
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
機
能
主
義
の
社
会
学
に
み
ら
れ
る
定
義
で
は
、
用
具
や
報
酬
は
、
～
つ
の
体
系
と
し
て

　
　
　
　
逸
脱
の
行
為
一
状
況
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
十
四
暑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

騒2
　
の
社
会
内
部
の
機
能
要
件
達
成
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
役
割
遂
行
の
手
段
と
、
そ
の
遂
行
に
対
し
て
社
会
的
に
配
分
さ
れ
る
資
源
の
こ
と

　
　
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
権
力
は
社
会
の
要
件
充
足
の
た
め
の
社
会
の
諸
資
源
を
動
員
す
る
能
力
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
の
分
析
図

　
　
式
の
な
か
で
社
会
状
況
分
析
の
墓
礎
範
購
と
し
て
同
じ
用
語
は
重
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
強
調
点
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
れ
ら
の
現

　
　
実
の
配
分
様
式
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ま
の
用
法
は
用
具
と
し
て
の
権
力
に
関
し
、
そ
の
順
機
能
に
注
意
し
た
パ
ー
ソ
ン
ズ
よ
り
、
配

　
　
分
を
め
ぐ
る
対
立
・
矛
盾
の
側
面
に
注
意
を
ひ
き
つ
け
よ
う
と
し
た
ミ
ル
ズ
の
立
揚
に
近
い
。
ミ
ル
ズ
の
関
心
は
、
こ
の
用
具
が
誰
の
手
中

　
　
に
ど
の
よ
う
に
配
分
さ
れ
、
そ
れ
が
誰
の
利
益
に
奉
仕
し
て
い
る
か
と
い
う
闘
い
に
答
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
（
6
●
℃
鍵
ω
◎
諺
り

　
　
．
．
6
冨
O
斡
誌
げ
簿
δ
口
。
臨
℃
○
≦
①
肖
ヨ
》
彗
巽
ざ
§
ω
○
鼠
①
蔓
、
．
り
熟
ミ
ミ
㌧
o
ミ
時
シ
×
藁
り
α
¶
も
や
這
。
。
－
置
G
。
）
。
権
力
や
富
は
一
つ
の
体
系
と
し

　
　
て
の
役
会
の
機
能
要
件
充
足
の
た
め
の
用
具
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
こ
と
も
確
か
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
そ
れ
を
保
持
す
る
個
人

　
　
や
集
団
の
機
能
要
件
を
排
他
的
に
充
足
す
る
た
め
の
用
具
と
な
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
。
現
実
に
こ
の
場
合
の
問
題
は
、
機
能
要
件

　
　
の
内
容
で
あ
り
、
現
実
の
経
過
の
評
価
は
そ
れ
の
如
何
に
か
か
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
聞
題
自
体
は
今
は
こ
こ
で
問
う
と
こ
ろ

　
　
で
は
な
い
。

　
　
　
社
会
状
況
の
構
成
要
素
の
な
か
で
規
具
・
報
酬
の
両
者
に
注
属
す
る
観
点
を
強
調
す
る
と
き
、
社
会
は
用
事
・
報
酬
の
配
分
体
系
で
あ

　
　
る
。
個
々
の
行
為
者
は
、
こ
の
配
分
体
系
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
位
概
を
占
め
、
か
つ
、
こ
の
よ
う
な
配
置
は
～
定
の
価
値
や
規

　
範
に
よ
っ
て
欄
度
化
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
位
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
社
会
は
各
地
位
に
伴
う
権
利
・
義
務
の
体
系
と
い
う
こ
と

　
　
に
な
る
。
行
為
老
は
そ
れ
ぞ
れ
何
れ
か
の
地
位
に
当
て
は
め
ら
れ
た
存
在
と
し
て
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
経
済
的
な
用
具
・
報
酬

　
　
の
配
分
体
系
を
巨
視
的
な
レ
ベ
ル
で
問
題
に
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
地
位
は
階
級
な
い
し
階
層
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
客
観
主
義

　
的
規
定
に
よ
れ
ば
、
人
々
の
階
級
所
属
の
基
礎
は
、
行
為
者
の
主
観
的
意
図
と
は
独
立
し
た
社
会
経
済
的
条
件
に
根
拠
を
も
つ
一
定
状
況

　
内
で
そ
れ
ぞ
れ
占
め
る
地
位
の
帰
属
に
あ
る
。
そ
れ
は
生
産
用
具
の
蕨
有
非
所
有
の
関
係
の
ほ
か
報
酬
（
利
潤
・
地
代
・
賃
金
な
ど
）
と
か

　
そ
れ
の
制
度
化
さ
れ
た
一
定
の
蓄
積
結
果
（
財
産
）
な
ど
に
求
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
よ
う
な
個
人
主
義
的
主
観
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主
義
の
方
法
論
に
立
つ
論
者
は
、
そ
の
規
定
の
な
か
で
社
会
的
意
味
を
も
っ
た
（
他
者
の
行
為
お
よ
び
他
者
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
意
味

に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
）
個
人
的
行
為
の
チ
ャ
ン
ス
と
い
う
こ
と
し
か
認
め
ず
、
し
た
が
っ
て
階
級
形
成
の
基
準
は
画
定
の
チ
ャ

ン
ス
の
独
占
」
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
規
定
は
階
級
の
決
定
要
因
を
不
等
に
配
分
さ
れ
る
祇
会
勢
力
に
求
め
る
学
説
と
深
い
関
連
を
も
つ

こ
と
に
な
る
。
用
具
・
報
酬
の
配
分
様
式
を
制
度
化
す
る
祇
会
統
制
に
お
い
て
諸
資
源
は
積
極
的
・
消
極
的
な
サ
ソ
ク
シ
ョ
ン
（
賞
罰
）
の

誘
因
と
し
て
役
立
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
社
会
的
勢
力
の
こ
れ
ら
の
構
成
基
礎
は
、
状
況
の
相
互
作
用
な
い
し
関
係
局
面
に
お
い
て
他

者
の
行
動
を
自
己
の
意
志
通
り
決
定
し
う
る
チ
ャ
ン
ス
を
も
た
ら
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
社
会
的
勢
力
の
基
礎
と
な
る
用
具
に
は
、
腕

力
の
よ
う
に
個
人
的
な
物
理
的
強
制
力
や
武
力
、
個
人
の
カ
リ
ス
マ
的
資
質
と
か
そ
の
他
無
数
に
多
く
の
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ら
の
も
の
の
獲
得
の
殆
ど
は
偶
人
の
求
心
的
な
自
己
充
実
の
欲
求
充
足
に
直
接
的
な
対
応
性
を
も
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
行
為
要
素
に
薩
接
的
に
関
連
す
る
側
面
に
注
察
す
れ
ば
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
問
題
と
な
る
の
は
用
具
の
利
用
可
能
性
と
報
酬
に
対

す
る
動
機
づ
け
の
動
員
の
両
者
で
あ
る
。
行
為
レ
ベ
ル
で
問
題
視
さ
れ
る
資
源
要
素
と
し
て
は
、
二
会
の
上
下
の
区
画
や
集
団
的
状
況
局

面
に
必
ず
し
も
か
か
わ
り
の
な
い
種
類
の
も
の
が
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
与
え
ら
れ
た
状
況
の
な
か
で
行
為
者
が
取
的

達
成
の
た
め
に
利
用
す
る
情
報
・
技
術
・
道
具
な
ど
が
そ
れ
ら
の
例
で
あ
る
（
以
．
旨
・
ω
き
①
落
さ
6
冨
。
蔓
◎
｛
O
亀
①
碧
く
①
じ
d
Φ
｝
遅
く
δ
び
囹
O
①
b
。
”

勺
・
卜
。
。
。
）
。
な
お
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
よ
う
な
思
想
家
は
、
膚
発
性
の
最
も
高
い
レ
ベ
ル
で
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
資
源
の
要
素
を
求
心

的
な
自
己
充
実
へ
の
排
他
的
な
動
機
づ
け
を
生
み
出
す
構
造
内
の
誘
因
と
し
て
と
ら
え
た
。
彼
の
洞
察
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
人
間
は
、
窟

や
権
力
・
青
苗
を
確
保
す
る
た
め
に
他
者
が
自
己
の
欲
求
充
足
に
と
っ
て
必
要
な
条
件
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
た
め
の
用
具
と
な
ら

な
い
限
り
関
心
を
抱
か
な
い
。
こ
こ
に
繊
現
す
る
世
界
に
お
い
て
人
々
は
互
い
に
敵
対
者
で
あ
る
。
ホ
ヅ
ブ
ス
の
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、

行
為
が
そ
れ
と
根
互
に
関
連
す
る
状
況
諸
要
素
（
特
に
規
範
・
価
値
）
の
関
連
に
よ
っ
て
制
約
・
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
す
る
規
範
主
義
的

な
体
系
理
論
と
全
く
対
抗
す
る
間
柄
に
あ
る
。

　
㈲
　
社
会
の
集
醐
的
状
況
の
権
成
要
素

　
　
　
　
逸
脱
の
行
為
…
状
況
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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二
〇

　
こ
れ
ま
で
の
論
議
に
お
い
て
、
行
為
状
況
の
構
成
要
素
の
う
ち
、
「
筏
会
的
行
為
の
連
関
一
相
互
作
用
」
・
「
旛
互
滲
透
」
・
「
関
係
」
・
「
集

団
」
・
門
地
位
一
役
割
」
と
い
っ
た
社
会
の
集
塵
的
な
状
況
な
い
し
構
造
を
構
成
す
る
諸
要
素
そ
の
も
の
は
不
問
に
ふ
さ
れ
て
き
た
。
麟
有

の
意
昧
に
お
い
て
社
会
的
な
も
の
、
な
い
し
社
会
学
的
な
諸
要
素
を
、
こ
こ
で
改
め
て
他
の
諸
要
素
と
関
連
づ
け
、
全
体
の
図
式
の
な
か

に
適
当
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
例
え
ば
資
本
の
よ
う
な
用
具
も
単
な
る
物
象
で
は
な
く
、
物
象
に
よ
っ
て

媒
介
さ
れ
た
人
と
人
と
の
一
つ
の
社
会
関
係
に
還
元
さ
れ
な
け
れ
ば
理
解
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
規
範
に
し
て
も
、
そ
れ
慮
体
は
偲
人
に

内
在
的
な
要
素
と
し
て
動
機
づ
け
の
内
に
は
た
ら
い
て
行
為
を
一
定
方
向
に
向
か
わ
せ
る
文
化
的
要
素
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
具
体
酌
に
行

為
の
癒
で
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
通
常
、
糧
互
作
用
レ
ベ
ル
で
の
保
障
、
つ
ま
り
逸
脱
的
傾
向
に
対
す
る
非
難
な
い
し
価
値
剥
奪
、
岡
調

的
傾
向
に
対
す
る
是
認
な
い
し
賞
讃
と
い
っ
た
サ
ソ
ク
シ
ョ
ソ
の
機
構
が
随
伴
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
社
会
共
有
的
な
規
範
も
、
こ
の
よ

う
な
機
構
が
一
定
の
集
団
手
躍
に
お
い
て
有
効
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
同
調
行
為
を
動
機
づ
け
る
よ
う
な
霞
動
的
背
後
効
果

を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
行
為
の
集
団
的
状
況
を
構
成
す
る
諸
要
素
は
社
会
学
團
有
の
視
点
か
ら
抽
出
さ
れ
る
基
本
的
範
瞬
で
あ
っ
て
、
社
会
的
現
実
の
機
能
的

に
分
化
し
た
部
分
諸
領
域
と
し
て
の
政
治
、
経
済
、
教
育
、
宗
教
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
社
会
の
「
内
容
」
諸
春
酒
か
ら
抽
出
さ
れ
た
、
価
値

そ
の
他
の
諸
要
素
に
横
断
的
な
仕
方
で
遍
在
し
て
い
る
。
し
か
し
一
先
ず
こ
こ
で
は
、
集
団
的
状
況
の
構
成
諸
要
素
を
切
り
離
し
若
干
の

重
要
な
諸
点
に
注
意
を
促
す
こ
と
に
し
よ
う
。
分
析
的
に
い
え
ば
、
そ
の
全
体
は
一
方
で
は
、
い
わ
ゆ
る
深
さ
の
諸
暦
に
お
い
て
段
階
的

に
と
ら
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
膚
発
的
・
要
素
的
な
相
互
滲
透
、
お
よ
び
題
詩
依
存
（
あ
る
い
は
限
定
）
な
い
し
相
互
作
用
レ
ベ
ル
、

②
様
式
化
さ
れ
た
、
反
復
的
な
関
係
レ
ベ
ル
、
③
構
造
化
さ
れ
組
織
化
さ
れ
た
地
位
t
役
割
体
系
な
い
し
組
織
の
レ
ベ
ル
。
他
方
で
は
、

岡
状
況
は
こ
れ
ら
の
諸
レ
ベ
ル
に
交
叉
し
て
、
諸
事
実
を
集
潤
約
に
隈
定
す
る
社
会
的
枠
組
の
重
厨
性
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
ギ
ュ

ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
駕
語
に
よ
っ
て
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
の
申
心
慰
な
も
の
は
、
⑧
交
渉
態
の
形
態
（
臨
。
置
δ
①
ω
缶
①
ω
O
o
㌶
ぴ
臨
｝
蒜
）
、
⑧

集
団
、
◎
総
体
社
会
（
。
。
0
9
ひ
蒜
G
q
ざ
げ
巴
①
）
の
三
考
で
あ
る
（
ρ
○
賃
く
ぎ
ダ
鐙
ぎ
（
鄭
け
δ
霞
餌
舞
亀
⇔
＾
δ
誉
。
・
◎
9
。
ざ
ぴ
q
陣
ρ
8
欝
。
一
。
弓
’
お
α
O
“



　
　
。
。
．
亀
●
弘
篇
親
④
＄
も
夢
℃
・
畷
一
－
≦
H
）
。
社
会
の
集
闘
的
状
況
の
全
体
は
、
諸
要
素
の
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
な
る
、
か
ら
ま
り
に
よ
っ
て
い

　
　
わ
ば
立
体
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
目
酌
一
手
段
の
図
式
に
よ
り
行
為
の
諸
要
素
に
圏
連
づ
け
て
い
え
ば
、
懲
他
の
闘
の
限
定
豹
な
行
為
の
連
関
な
い
し
関
係
は
、
行
為
者

　
　
が
そ
の
欲
求
に
対
し
て
有
意
味
的
な
状
況
な
い
し
環
境
事
態
の
特
定
部
分
を
臼
酌
と
し
て
価
値
づ
け
、
そ
れ
を
追
求
又
は
関
賛
す
る
過
程

　
　
で
、
こ
の
過
程
に
と
っ
て
関
連
を
も
つ
（
樋
⑦
一
②
〈
⇔
降
終
）
他
の
行
為
者
と
の
間
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
社
会
学
の
な
か
で
形
式
栓
会
学

　
　
と
い
わ
れ
る
立
場
に
た
つ
論
者
は
、
　
「
価
値
し
以
下
の
諸
内
容
を
理
論
的
に
捨
象
し
関
連
の
形
式
酌
側
面
の
み
に
関
心
を
集
中
し
よ
う
と

　
　
し
た
。
そ
の
な
か
に
は
可
成
り
極
端
に
は
し
る
欠
陥
は
あ
っ
た
が
、
祇
会
学
の
拠
点
的
対
象
を
洗
練
す
る
上
で
多
大
の
功
績
が
あ
っ
た
こ

　
　
と
は
否
み
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
形
態
分
類
と
し
て
関
連
の
墓
本
的
な
型
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
結
合
と
分
離
の
爾

　
　
関
係
お
よ
び
支
配
と
威
信
の
爾
関
係
を
、
そ
れ
ぞ
れ
下
位
形
態
と
す
る
塵
事
関
係
と
上
下
関
係
の
区
測
で
あ
る
（
池
田
義
線
・
野
島
覚
城
編

　
　
『
祉
会
学
の
理
論
と
応
用
』
一
九
六
九
年
　
七
三
－
八
○
頁
）
。
そ
の
論
議
の
な
か
で
、
他
者
が
霞
我
の
訴
求
・
剛
避
の
霞
的
と
し
て
本
質
的
に

　
　
か
か
わ
り
あ
う
も
の
か
、
そ
れ
と
も
他
者
の
属
性
や
営
為
が
何
も
の
か
に
い
た
る
手
段
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
、
結
合
に
お

　
　
け
る
量
的
的
・
手
段
的
の
縄
墨
な
ど
は
、
上
下
関
係
の
す
べ
て
の
形
態
の
問
題
と
並
び
、
逸
脱
行
為
の
原
因
を
状
況
内
在
的
と
考
え
る
い

　
　
ま
の
論
題
か
ら
み
て
特
に
留
意
さ
れ
て
よ
い
事
項
で
あ
る
。

　
　
　
集
団
的
状
況
の
分
析
で
と
り
扱
わ
れ
る
数
多
い
問
題
の
な
か
で
、
集
閲
の
問
題
の
ほ
か
特
に
中
心
と
な
る
の
は
、
行
為
者
が
、
そ
の
志

　
　
向
の
社
会
的
客
体
と
な
る
他
の
行
為
者
と
の
問
に
か
わ
す
社
会
的
行
為
の
交
換
な
い
し
相
互
作
用
の
体
系
で
あ
る
。
パ
…
ソ
ソ
ス
は
、
こ

　
　
れ
を
も
っ
て
行
為
体
系
の
分
析
的
に
独
立
し
た
下
位
体
系
の
一
つ
に
数
え
た
。
し
か
し
、
行
為
！
状
況
の
一
般
理
論
に
お
い
て
社
会
体
系

　
　
の
要
素
的
鼻
繋
は
、
規
範
的
に
期
待
さ
れ
る
行
為
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
の
役
割
な
い
し
役
割
期
待
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
行
為
者
は
藁
蕎

　
　
況
の
講
造
単
位
の
占
有
者
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
行
為
分
析
の
見
地
で
は
、
社
会
状
況
の
基
本
要
素
で
あ
る
役
割
な
い
し
心
底
期
待
は
行

　
　
為
春
に
と
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
定
数
と
し
て
と
り
扱
わ
れ
る
。
役
翻
は
個
人
の
状
況
規
定
と
み
な
さ
れ
、
態
度
の
概
念
と
ほ

272　
　
　
　
　
　
逸
脱
の
行
為
－
状
況
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
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二
二

28
2
　
ぼ
同
一
次
元
で
把
握
さ
れ
る
も
の
と
も
な
る
。

　
　
　
　
そ
の
　
つ
の
遍
羅
を
、
わ
れ
わ
れ
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
定
義
の
な
か
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
役
劇
と
は
、
…
…
沁
々
の
行
為
者
の
全
志
向
体
系
の
一

　
　
　
側
藤
で
あ
り
、
そ
れ
は
工
合
の
網
互
作
飛
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
の
関
連
に
お
け
る
期
待
に
麗
し
て
維
持
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
は
根
互
補
完
的
な

　
　
　
役
割
に
お
け
る
他
者
と
の
癬
互
作
櫻
を
支
配
す
る
価
値
規
範
の
特
定
の
セ
ッ
ト
と
結
合
き
れ
て
い
る
偏
（
6
。
℃
簿
諺
。
昌
も
。
”
↓
び
①
ω
o
魚
鉱
ω
績
q
α
8
露
”
H
り
窃
ど

　
　
　
ワ
譲
）
。

　
こ
の
ア
ブ
窮
！
チ
で
は
、
行
為
の
経
過
は
、
主
と
し
て
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
欲
求
性
向
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
行
為
者
間
の
相
互
作
用

連
関
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
行
為
論
の
接
近
方
法
の
な
か
に
は
、
い
わ
ゆ
る
要
素
的
社
会
行
動
の
分
析
を
試
み
た
ホ
！
マ

ソ
ズ
の
方
法
が
そ
の
適
例
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
な
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
帰
属
主
義
に
陥
る
懸
念
の
あ
る
も
の
が
あ
る
が
、
社
会
学
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
強
調
す
る
今
の
見
地
に
立
て
ば
、
役
割
な
い
し
地
位
は
個
人
の
主
観
的
要
素
と
は
分
析
約
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
客
観
的
な

実
在
性
を
も
っ
た
一
つ
の
社
会
的
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
行
為
者
の
行
為
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
行

為
を
規
定
す
る
状
況
内
の
変
数
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
変
数
は
個
人
の
主
観
的
意
図
と
は
無
関
係
に
、
個
人
に
と
っ
て
は
所

与
の
、
ま
た
経
緯
の
集
団
的
諸
レ
ベ
ル
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
社
会
状
況
の
溝
造
の
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位
と
し
て
独
自
の
機
能
を
も
っ
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

　
社
会
学
の
理
論
的
見
地
で
社
会
の
集
団
的
体
系
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
社
会
的
事
実
と
し
て
の
地
位
一
役
割
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
行

為
の
連
関
体
系
の
こ
と
を
い
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
構
造
的
事
実
（
同
時
に
行
為
現
象
）
と
し
て
地
位
i
役
割
が
も
つ
属
性

（
覧
。
》
興
蔓
）
の
内
若
干
の
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
最
後
に
注
意
を
う
な
が
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

①
　
位
階
（
撤
p
。
巳
泊
）
一
あ
る
位
麗
を
占
め
て
い
る
個
人
に
期
待
き
れ
る
行
過
の
仕
方
が
、
そ
の
位
置
に
結
び
つ
い
た
役
割
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
が
、

　
こ
の
よ
う
な
各
々
異
な
る
舵
羅
へ
の
黒
々
の
配
分
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
参
会
の
用
具
・
報
酬
の
実
際
の
配
分
様
式
と
評
価
の
社
会
的
基
準

　
に
よ
っ
て
基
本
的
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
祉
会
の
集
醗
的
状
況
の
先
述
し
た
レ
ベ
ル
や
機
能
的
に
分
化
し
た
社
会
の
諸
領
域
の

　
禧
違
に
よ
っ
て
当
然
異
な
る
で
あ
ろ
う
。



　
②
根
気
連
関
性
一
…
マ
ー
ト
ン
が
社
会
縫
造
概
念
の
中
心
と
し
た
地
位
セ
ッ
ト
な
い
し
役
割
セ
ッ
ト
（
竃
窪
。
詳
。
ワ
簿
「
も
や
G
。
¶
O
》
ω
。
。
O
ゐ
）

　
③
　
可
視
性
の
程
度

　
④
そ
の
地
位
の
フ
ォ
ー
マ
ル
か
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
か
の
区
別
i
フ
ォ
ー
マ
ル
な
集
団
の
紐
織
の
典
型
で
あ
る
宮
僚
鋼
的
機
構
に
お
い
て
、
地
位
－

　
　
役
割
は
岡
組
織
の
規
範
に
よ
っ
て
予
め
定
め
ら
れ
た
権
利
義
務
を
件
う
一
連
の
統
合
的
系
列
の
な
か
の
単
位
で
あ
る
。
そ
れ
は
粗
漉
制
に
よ
せ
ら
れ

　
　
る
機
能
的
要
件
（
特
に
能
率
）
を
最
高
度
に
充
足
す
る
た
め
に
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
要
素
を
全
く
排
除
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
段
階
レ
ベ
ル

　
　
で
と
ら
え
ら
れ
た
な
か
の
、
欝
造
化
き
れ
紺
織
化
さ
れ
た
集
団
レ
ベ
ル
と
し
て
特
微
づ
け
ら
れ
る
の
が
こ
の
例
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
地
位
を
占
め
る
行
為
者
と
の
関
連
に
注
卜
し
て
い
え
ば
、
そ
の
属
性
と
し
て
附
加
的
に
、
⑤
そ
れ
が
如
何
に
し
て
獲
得
さ
れ

る
か
－
帰
属
的
か
獲
得
的
か
、
⑥
そ
れ
の
占
有
期
限
、
⑦
古
さ
、
⑧
関
与
（
ぎ
く
。
τ
Φ
ヨ
①
艮
）
の
程
度
－
特
定
の
地
位
に
コ
ミ
ッ
ト

す
る
強
度
、
組
織
内
に
お
け
る
上
昇
機
会
と
地
位
と
の
関
係
の
問
題
、
等
々
を
あ
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

三
　
社
会
状
況
内
の
逸
脱
へ
の
圧
力
因

　
　
　
こ
れ
ま
で
私
は
、
経
験
的
諸
事
実
と
の
対
応
性
を
考
慮
し
な
が
ら
行
為
－
状
況
の
構
成
要
素
な
い
し
変
数
と
し
て
い
く
つ
か
の
も
の
を

　
　
分
析
的
に
抽
撮
し
た
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
全
体
的
な
相
互
連
関
を
説
照
す
る
上
で
、
私
が
選
ぶ
ア
プ
ロ
ー
チ
は
体
系
的
と
よ
べ
る
も
の

　
　
で
あ
る
。
対
象
を
体
系
と
し
て
分
析
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
周
知
の
よ
う
に
今
臼
の
科
学
の
基
本
的
特
質
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
諸

　
　
要
素
の
相
…
互
連
関
な
い
し
全
体
と
し
て
の
諸
要
素
の
成
全
性
（
O
O
昌
ω
叶
Φ
一
一
㊤
け
岡
○
⇔
）
と
し
て
の
性
質
を
予
想
し
て
い
る
。

　
　
　
逸
脱
行
為
の
社
会
的
原
因
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
出
発
点
は
、
先
ず
構
造
的
各
要
素
の
内
部
の
諸
部
分
あ
る
い
は
各
要
素
間
の

　
　
相
互
依
存
や
相
互
貫
籍
の
関
係
の
な
か
に
構
成
単
位
（
個
人
）
の
逸
脱
を
も
た
ら
す
圧
力
な
い
し
緊
張
（
ω
霞
①
ω
ρ
。
・
嘗
巴
戸
狩
②
ω
ω
霞
Φ
）
の

　
　
根
源
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
課
題
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
内
在
的
な
圧
力
は
、
い
わ
ゆ
る
体
系
的
な
い
し
機
能
的
分
析
の
見

　
　
地
に
準
拠
す
る
論
者
に
よ
っ
て
、
周
知
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
異
な
る
用
語
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
社
会
的

　
　
な
冒
2
。
号
ρ
舞
8
｛
琶
。
臨
。
嵐
ほ
α
Q
”
営
跳
簿
①
σ
q
類
題
。
♪
鼠
ω
一
塁
①
α
q
壁
識
。
ジ
象
器
澹
に
一
寓
ご
ヨ
貴
信
び
書
き
o
ρ
鼠
ω
o
擁
α
q
鋤
巳
鑓
甑
。
♪
寡
言
。
鑓
畳
目
け
・

292　
　
　
　
　
　
逸
脱
の
行
為
－
状
況
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
十
墾
弩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

30
2
　
鷺
①
暮
”
猷
8
鄭
繊
。
。
8
質
。
ど
鋸
晦
等
々
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
議
の
な
か
に
は
今
の
課
題
に
と
っ
て
大
い
に
貢
献
し
う
る
も
の
も
あ
る
が
、
多
く

　
　
は
前
提
の
な
か
に
社
会
の
調
和
や
安
定
。
秩
序
の
概
念
が
無
批
判
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
前
提
は
と
か
く
経
験
的
一
般

　
　
化
と
し
て
記
述
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
た
め
慎
重
を
き
し
て
、
こ
こ
で
は
圧
力
な
い
し
緊
張
の
用
語
を
胴
い
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
今
の
一
連
の
分
析
に
お
い
て
構
造
内
の
圧
力
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
諸
要
素
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
　
一
つ
の
体
系

　
　
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
各
要
素
の
内
部
で
そ
れ
を
構
成
す
る
諸
部
分
が
さ
ま
ざ
ま
の
特
殊
化
・
一
般
化
の
レ
ベ
ル
で
あ
ら
わ
す
そ
れ
も
、

　
　
周
時
に
開
題
に
な
る
こ
と
に
予
め
注
意
を
う
な
が
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
組
織
に
お
い
て
懲
発
的
な
レ
ベ
ル
の
社
会
的
行
為

　
　
や
相
互
作
用
と
、
構
造
化
さ
れ
固
定
化
さ
れ
た
地
位
一
役
割
レ
ベ
ル
の
間
の
不
統
合
の
状
態
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
内
在
的
な
圧
力

　
　
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
圧
力
の
確
定
に
楽
だ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
“
状
況
か
ら
行
為
へ
”
と
い
う
方
法
に
し
た
が
い
、
状
況
諸

　
　
要
素
の
体
系
を
構
造
的
事
実
と
し
て
と
ら
え
る
観
点
に
立
つ
こ
と
か
ら
轡
発
す
る
。
こ
れ
は
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
構

　
　
造
的
事
実
と
し
て
の
社
会
の
状
況
体
系
が
特
定
の
逸
脱
行
為
の
頻
度
に
因
果
的
に
結
び
つ
く
関
係
に
つ
い
て
、
客
観
主
義
と
集
合
主
義
の

　
　
立
場
か
ら
定
式
化
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
二
変
数
問
の
関
係
が
、
さ
ら
に
地
位
範
疇
の
よ
う
な
構
造
的
要
素
が
媒
介

　
　
変
数
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
限
定
さ
れ
る
事
情
に
も
合
わ
せ
て
注
意
が
向
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
可
能
な
逸
脱
的
反
応
を
、
珊
々
が
状
況
内
に
占
め
る
地
位
に
伴
う
利
害
の
具
体
化
と
し
て
、
あ
る
い
は
一
つ
の
被
会

　
　
酌
範
疇
と
し
て
の
集
麟
の
特
性
の
み
に
結
び
つ
け
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
行
為
者
が
直
接
約
に
行
為
状
況
の
な
か
で
出
会
う
園
難
や

　
　
問
題
を
解
決
す
る
過
程
に
結
び
つ
け
て
、
よ
り
微
視
的
に
闇
題
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
　
一
つ
の
体
系
と
し
て
理
解
さ
れ
る
行
為
の
諸
要

　
　
素
の
関
連
が
、
構
造
的
事
実
と
逸
脱
的
反
応
と
の
問
の
関
係
を
連
結
す
る
変
数
と
し
て
積
上
的
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
痛

　
　
他
の
行
為
の
間
の
自
発
的
な
作
用
反
作
用
の
過
程
に
関
連
し
て
再
び
こ
の
こ
と
を
い
え
ば
、
地
位
一
役
罰
の
よ
う
な
社
会
的
に
与
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
事
実
、
あ
る
い
は
、
役
割
期
待
の
。
ハ
タ
！
ソ
に
み
ら
れ
る
行
為
の
規
範
的
な
作
用
様
式
は
、
行
為
の
相
互
性
に
規
則
性
を
も
た
ら
す
構

　
　
造
紛
要
素
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
購
造
的
要
素
が
園
定
化
・
形
式
化
し
易
い
の
に
く
ら
べ
、
こ
れ
に
反
抗
し
流
動
的
な
変
動
を
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ヘ
　
　
へ

う
な
が
す
の
は
直
擾
的
な
行
為
状
況
と
の
関
連
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
行
為
者
の
行
為
な
い
し
そ
れ
の
絹
互
的
な
作
用
な
の
で
あ
る
。
実

際
の
経
過
は
個
々
の
行
為
者
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
結
果
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
場
合
催
入
の
意
識
を
の
が
れ
て
い
る
構
造

的
要
素
の
客
観
的
な
因
善
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
構
造
酌
空
薫
性
に
変
動
を
与
え
る
の
は
、
ま
さ
し
く

生
き
た
人
間
の
行
為
過
程
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
こ
の
観
点
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
社
会
体
系
を
過
程
的
事
実
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
、
今
一
つ
の
重
要
な
ア
ブ
胃
！
チ
を
構
造
的
事

実
と
し
て
扱
う
そ
れ
に
並
罵
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
体
系
一
過
程
分
析
に
お
い
て
、
行
為
…
状
況
の
諸
要
素
は
活
動
・
は
た
ら

き
・
活
動
能
力
の
発
現
と
し
て
の
側
面
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
同
聴
に
体
系
、
構
造
分
析
、
体
系
一
過
程
分
析

の
両
巻
と
は
区
別
さ
れ
る
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
す
な
わ
ち
行
為
分
析
と
も
深
い
関
連
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
先
に
指
摘
し
た
方
法
と
し

て
の
主
観
主
義
が
、
こ
の
よ
う
な
行
為
分
析
の
立
場
で
あ
る
。
諸
要
素
閾
の
体
系
的
連
関
に
し
て
も
、
　
一
方
で
は
洋
々
の
行
為
の
い
わ
ば

背
後
か
ら
は
た
ら
き
相
互
作
用
過
程
の
な
か
で
行
為
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
そ
れ
は
必
然
的
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
同

時
に
そ
れ
ら
は
行
為
主
体
の
能
動
的
要
素
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
理
由
の
た
め
に
、
社
会
の
状
況
要
素
の
体
系

の
な
か
に
逸
脱
の
原
石
を
先
ず
確
定
す
る
こ
と
は
先
決
と
し
て
も
、
そ
れ
と
と
も
に
こ
の
漂
凶
は
行
為
者
な
い
し
行
為
者
の
聞
の
籾
互
行

為
の
次
元
で
再
規
定
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
説
窮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
従
属
変
数
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
社
会
状
況
内
に
奮
ま
れ
る
圧
力
は
、
い
く
つ
か
の
状
況
諸
要
素
間
の
連
関
な
い
し
そ
の
全
体
性
の
な
か
で
確
か
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
い
ま
の
理
論
化
の
目
的
か
ら
み
て
、
一
先
ず
一
つ
の
体
系
と
し
て
の
各
要
素
内
の
間
題
を
切
り
離
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
相
対
的
に

独
立
し
た
あ
ら
わ
れ
か
た
を
す
る
圧
力
と
し
て
述
べ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
針
の
も
と
に
、
差
照
り
指
図
さ
れ
る
の
は
、

逸
脱
へ
の
構
造
内
の
圧
力
の
主
要
な
種
類
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
次
の
五
つ
で
あ
る
。

　
①
　
「
用
具
」
・
「
報
酬
」
局
颪
の
圧
力

　
　
　
　
逸
脱
の
行
為
－
状
況
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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折
口
巌
ず
押
耕
究
　
　
第
五
百
十
m
幽
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

　
②
　
「
価
値
」
・
「
規
範
」
局
面
の
鷹
力

　
③
「
地
位
一
役
割
」
な
い
し
「
組
織
」
局
面
の
圧
力

　
④
「
集
団
」
局
面
の
圧
力

　
⑤
「
相
互
作
用
」
・
「
関
係
」
局
面
の
圧
力

　
「
用
具
」
・
「
報
酬
」
局
面
の
圧
力
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
関
心
は
、
主
と
し
て
経
済
的
資
源
の
配
分
を
定
め
る
経
済
領
域
の
そ
れ
の
巨

視
的
な
事
実
認
識
に
向
け
ら
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
今
の
課
題
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
絶
対
的
窮
乏
化
論
と

ア
ノ
ミ
ー
論
に
よ
る
相
対
的
不
満
（
邑
碧
く
①
号
嘗
鼠
銘
呂
）
論
の
両
者
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
前
者
は
基
本
的
な
生
存
上
の
欲
求
阻

害
に
関
連
づ
け
て
刑
事
学
の
歴
史
で
は
既
に
社
会
主
義
学
派
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
後
者
は
こ
れ
を
批
判
し
、
経
済
的
用
具
・

報
酬
の
不
等
な
配
分
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
は
逸
脱
・
反
抗
に
と
っ
て
必
ず
し
も
十
分
類
理
由
で
な
い
こ
と
を
力
説
す
る
。
そ
う
し
て
絶

対
的
窮
乏
自
体
は
、
反
抗
よ
り
む
し
ろ
宿
命
主
義
と
絶
望
感
を
誘
発
し
、
超
膚
然
的
な
助
け
へ
の
依
頼
心
を
さ
え
起
こ
さ
せ
て
い
る
印
度

の
多
く
の
住
民
の
例
な
ど
を
引
き
合
い
に
醸
し
て
論
難
す
る
。
独
立
変
数
と
し
て
の
絶
対
的
窮
乏
が
逸
脱
を
も
た
ら
す
よ
う
な
不
満
を
よ

び
お
こ
す
圧
力
の
源
泉
と
な
る
の
は
、
階
級
的
差
別
意
識
が
根
強
く
ひ
ろ
が
り
、
社
会
的
平
等
化
へ
の
期
待
が
事
々
の
可
能
性
を
凌
駕
す

る
と
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
期
待
は
媒
介
変
数
と
し
て
の
特
定
の
「
価
値
」
要
素
に
よ
る
誘
因
の
結
果
で
あ
る
。
損
対
的
不
満
と
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
充
足
さ
れ
な
い
期
待
の
表
現
で
あ
る
と
規
定
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
用
具
・
報
酬
・
価
値
の
間
の
不
統
食
な
連

関
の
な
か
に
構
造
内
の
圧
力
の
根
源
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
や
マ
ー
ト
ン
に
よ
る
ア
ノ
ミ
ー
論
の
趣
旨
で
あ
っ
た
。
問

理
論
に
お
い
て
用
具
・
報
酬
の
不
平
等
な
配
分
機
構
は
独
立
の
変
数
で
あ
る
。
社
会
的
に
構
造
化
さ
れ
た
機
会
の
階
履
差
を
規
定
す
る
、

こ
の
よ
う
な
与
え
ら
れ
た
行
為
状
況
の
な
か
で
「
緬
値
擦
標
」
が
人
々
に
平
等
に
望
み
う
る
欲
望
・
野
心
を
動
機
づ
け
る
と
き
、
こ
の
状

況
は
、
文
化
的
に
規
定
さ
れ
た
同
野
心
霞
標
達
成
へ
の
合
法
的
な
手
段
へ
の
接
近
機
会
を
、
そ
の
階
級
・
階
暦
上
の
糖
質
の
ゆ
え
に
制
限

さ
れ
る
か
或
い
は
全
く
排
除
さ
れ
る
人
々
に
対
し
、
不
満
一
逸
脱
を
も
た
ら
す
圧
力
を
内
在
化
さ
ぜ
る
こ
と
に
な
る
。
マ
ー
ト
ソ
ら
は
社
会
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文
化
的
状
況
の
構
造
内
の
諸
要
素
の
こ
の
よ
う
な
不
統
合
状
態
の
な
か
に
、
概
成
の
規
範
的
秩
序
に
反
す
る
行
為
の
発
生
頻
度
を
高
め
る

原
因
を
求
め
た
。
こ
の
理
論
が
経
験
的
事
実
に
可
成
り
正
当
な
対
応
性
を
も
つ
こ
と
は
、
そ
の
後
の
数
多
い
経
験
的
研
究
に
よ
っ
て
裏
づ

け
が
え
ら
れ
て
い
る
。

　
相
姦
的
不
満
論
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
中
心
的
課
題
は
、
構
造
的
要
素
聞
の
配
置
の
調
整
の
こ
の
よ
う
な
破
綻
状
態
に
関
連
し
て

あ
ら
わ
れ
る
用
具
や
報
酬
の
配
分
体
系
の
閥
題
性
で
も
あ
る
。
資
本
主
義
的
生
産
機
構
の
な
か
で
労
働
過
程
が
即
資
本
の
増
彊
過
程
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
構
造
内
在
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
報
酬
体
系
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
に
関
し
て
広
く
提
起
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
体
系
な
い
し
機
能
分
析
の
理
論
的
見
地
に
お
い
て
も
、
岡
じ
問
題
は
相
対
的
不
満
と
い
う
異
な
る
観
点
か
ら
指
摘
さ
れ

て
き
た
。
す
な
わ
ち
役
割
（
機
能
・
職
務
）
遂
行
に
と
っ
て
必
要
な
用
具
、
お
よ
び
遂
行
に
対
す
る
報
酬
の
配
分
は
、
現
実
に
そ
れ
ぞ
れ

の
役
割
の
社
会
的
貢
献
度
や
遂
行
の
難
易
に
一
致
し
な
い
こ
と
、
又
そ
れ
は
規
範
に
対
す
る
同
調
の
如
何
・
程
度
に
も
正
確
に
対
応
し
な

い
こ
と
、
さ
ら
に
一
定
の
役
割
に
与
え
ら
れ
た
社
会
的
評
価
（
威
信
の
よ
う
な
報
酬
）
も
こ
れ
ら
の
諸
条
件
に
直
接
酌
な
関
連
を
も
つ
も

の
で
は
な
い
こ
と
等
々
の
理
由
が
そ
れ
で
あ
る
。
配
分
体
系
の
問
題
は
も
と
も
と
根
対
的
、
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
不
満
の

も
と
と
な
る
主
観
的
認
知
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
社
会
状
況
の
も
と
で
は
、
本
来
グ
ッ
ド
・
ワ
ー
ク
の
結
渠
と
し
て
得
ら
れ
る
報
酬
が
そ

れ
自
体
層
標
と
さ
れ
る
の
も
現
象
的
に
は
至
極
自
然
の
経
過
で
あ
る
。
こ
れ
は
労
働
が
労
働
以
外
の
欲
求
（
報
酬
へ
の
欲
求
）
充
足
の
一

手
段
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
疎
外
の
問
題
と
同
一
内
容
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
用
具
・
報
酬
局
面
の
圧
力
は
、
　
「
経
済
」
の
領
域
に
お
い
て
最
も
璽
要
な
経
験
的
対
応
物
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
そ
れ
は
、

行
為
者
の
可
能
な
下
獄
標
に
関
連
し
て
、
　
「
政
治
」
や
「
教
膏
」
、
「
学
問
・
研
究
」
の
よ
う
な
ほ
か
の
機
能
的
領
域
で
も
同
じ
よ
う
に
問
題
に
な
る
こ

と
が
で
き
る
。
配
分
を
め
ぐ
る
集
団
間
・
燧
耳
聞
の
抗
争
そ
の
も
の
も
　
つ
の
構
造
内
圧
力
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
役
会
的
資
源
を
め

ぐ
る
集
園
局
面
の
筑
争
は
、
形
式
的
に
い
え
ば
次
の
三
つ
の
方
法
の
一
つ
又
は
二
つ
以
上
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
①
す
で
に
所
膚
し
て
い
る
資
源
を
剥

奪
す
る
こ
と
、
②
獲
得
可
能
な
資
源
の
獲
得
を
妨
害
す
る
こ
と
、
③
あ
る
人
々
に
は
獲
得
へ
の
擾
近
を
許
し
、
他
の
人
々
に
は
そ
れ
を
許
さ
な
い
こ
と
。

管
絃
∵
研
究
領
域
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
物
理
学
者
の
闘
の
報
酬
体
系
の
実
状
に
ふ
れ
た
マ
ー
ト
ン
が
、
彼
ら
の
丹
心
遂
行
の
観
察
可
能
性
を
容
易
に

　
　
逸
脱
の
行
為
一
状
況
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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す
る
構
造
的
条
件
に
聞
題
が
あ
る
と
き
に
報
酬
体
系
の
有
効
に
は
た
ら
く
た
め
の
機
能
的
要
件
が
不
充
足
に
な
り
、

を
証
拠
だ
て
る
経
験
的
デ
…
タ
を
提
供
し
て
い
る
。

　
　
二
八

そ
れ
が
圧
力
の
原
園
と
な
る
こ
と

　
「
価
値
」
・
「
規
範
」
局
颪
の
圧
力
に
つ
い
て
は
二
つ
の
種
類
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
一
つ
は
社
会
や
集
邸
に
支
配
的
な
価
儒
∵
規
範

の
葛
藤
・
対
立
で
あ
り
、
第
二
は
祉
会
共
有
的
な
価
値
・
規
範
の
規
制
力
の
弛
緩
・
濁
乱
な
い
し
崩
壊
で
あ
る
。
第
一
の
も
の
は
文
化
の

ず
れ
　
（
冨
頓
）
な
い
し
文
化
的
根
剋
・
衝
突
の
特
殊
形
態
と
し
て
通
常
問
題
に
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
逸
脱
へ
の
圧
力
の
根
源
と
し
て

璽
視
さ
れ
る
の
は
適
用
上
の
爾
立
不
能
性
で
あ
っ
て
論
理
的
な
そ
れ
で
は
な
い
。
又
現
象
酌
に
は
そ
れ
は
、
　
一
つ
の
体
系
と
し
て
価
値
・

規
範
諸
要
素
の
系
統
酌
構
造
に
お
け
る
優
先
願
位
の
弛
緩
・
崩
壊
と
し
て
も
と
ら
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
種
類
は
こ
れ
の
一
つ
の

極
量
で
あ
る
。
状
況
内
在
的
な
葛
藤
は
、
こ
れ
ま
で
鯛
え
ぱ
、
物
酌
な
い
し
技
術
的
三
値
と
精
神
的
価
値
、
機
能
酌
合
理
主
義
と
実
質
的

合
理
主
義
、
賦
常
的
価
値
と
非
臼
常
的
価
値
、
労
働
価
値
と
あ
そ
び
の
価
懐
、
競
争
価
儂
と
協
同
価
値
等
々
、
主
と
し
て
焦
点
約
関
心
聞

の
問
題
と
し
て
注
臼
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
う
ち
最
後
に
あ
げ
た
競
争
価
値
の
内
容
は
、
自
我
中
心
的
な
窟
己
充
実
の
欲
求
を
排
他
的
な
仕

方
で
ひ
き
お
こ
さ
せ
る
文
化
的
誘
因
と
し
て
絹
織
的
不
満
論
で
重
視
さ
れ
る
基
本
的
範
疇
で
あ
る
。
デ
・
グ
レ
…
ジ
ア
は
こ
れ
を
資
本
主

義
社
会
の
支
配
的
な
儒
念
体
系
と
し
て
性
格
づ
け
、
岡
価
値
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
結
果
、
構
造
的
要
素
の
問
題
性
の
ゆ
え
に
生
ま
れ
る

集
団
的
帰
属
感
の
喪
失
そ
の
他
の
心
的
緊
張
を
経
験
す
る
人
々
が
、
種
々
の
程
度
で
代
償
的
満
足
の
た
め
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
能
動
的

に
代
置
さ
せ
る
た
め
の
価
値
と
し
て
対
抗
的
な
協
岡
的
…
価
値
を
強
迫
的
に
求
め
る
経
過
と
、
こ
の
経
過
に
対
す
る
競
争
的
価
値
の
加
え
る

規
制
力
と
の
間
の
抗
争
関
係
、
つ
ま
り
「
単
純
ア
ノ
ミ
ー
」
に
、
深
い
洞
察
を
試
み
た
。
デ
。
グ
レ
ー
ジ
ア
は
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
戦
争

の
発
生
に
あ
ず
か
っ
て
力
あ
る
要
閃
の
根
底
に
は
、
よ
そ
よ
そ
し
い
冷
酷
な
利
益
社
会
酌
競
争
穂
落
に
反
抗
し
て
同
胞
的
団
結
や
連
帯
・

友
愛
的
雰
囲
気
！
共
石
社
会
酌
な
協
同
憾
値
を
志
向
す
る
強
い
傾
語
性
が
存
在
す
る
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
う
な
が
し
た
（
¢
＾
δ

○
謎
N
糞
巨
δ
℃
o
簿
鼠
戸
一
〇
〇
雲
霞
§
曙
狽
逡
G
。
》
薯
舜
q
⑦
轟
9
）
。
こ
の
経
過
を
人
々
の
可
成
り
受
動
的
な
反
応
形
成
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
る
な

ら
ば
、
行
為
主
体
の
な
か
で
構
想
さ
れ
る
一
定
内
容
の
協
岡
緬
値
を
、
昌
的
意
識
的
に
競
争
二
値
に
対
抗
す
る
準
拠
理
念
と
す
る
経
過
に



お
い
て
は
、
そ
の
協
岡
価
値
は
一
定
方
向
の
反
抗
的
逸
脱
へ
と
能
動
的
に
行
為
者
を
“
ひ
っ
ぱ
る
”
は
た
ら
き
を
す
る
能
力
に
お
い
て
理

解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
は
用
具
・
報
酬
の
配
分
体
系
を
も
含
む
既
虞
の
状
況
体
系
の
代
替
物
を
指
示
す
る
機
能
を
同
蒔
に
伴

う
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
価
値
∴
規
範
の
弛
緩
な
い
し
崩
壊
の
典
型
的
な
表
現
形
態
は
、
臣
視
約
レ
ベ
ル
で
は
、
例
え
ば
長
期
戦
の
末
期
と
か
大
衆
運
動
の
と
き
、

あ
る
い
は
共
同
体
が
信
頼
を
よ
せ
て
い
た
指
導
籍
の
急
死
や
彼
の
能
力
を
そ
こ
な
う
事
件
の
集
中
的
な
発
生
な
ど
の
た
め
に
、
恰
も
つ
っ

か
い
棒
が
は
ず
れ
た
よ
う
に
生
じ
る
「
急
性
ア
ノ
ミ
…
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
（
δ
9
蝕
2
ε
甲
簿
こ
署
・
媒
O
山
卜
。
G
。
）
。
微
視
約

な
行
為
者
レ
ベ
ル
で
は
、
そ
れ
は
例
え
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
問
題
と
し
た
よ
う
な
、
た
よ
り
に
し
て
い
た
連
れ
合
い
の
急
死
と
か
破
産
な

ど
に
よ
る
「
地
位
！
役
割
の
突
然
の
変
化
」
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
ア
ノ
ミ
ー
状
態
に
代
表
さ
れ
る
。
価
値
・
規
範
局
薗
の
圧
力
の
根
源

と
し
て
今
一
つ
重
要
な
種
類
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
深
さ
の
諸
騰
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
特
殊
な
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば

成
文
法
や
照
体
の
規
鋼
の
よ
う
に
形
式
化
・
結
劇
化
し
た
億
値
規
範
が
、
そ
れ
の
制
定
に
関
係
す
る
歓
会
体
系
の
一
定
の
機
能
的
要
件
に

対
応
し
て
そ
な
え
て
い
る
意
味
と
、
そ
れ
の
一
定
の
聯
繋
的
許
容
範
囲
に
は
ず
れ
る
か
あ
る
い
は
反
抗
す
る
よ
う
な
方
向
に
あ
る
岡
規
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乱

解
釈
を
支
え
る
現
実
の
流
動
的
な
侮
値
規
範
の
問
、
も
し
く
は
こ
の
よ
う
な
嬉
笑
的
な
文
化
的
要
素
格
互
の
閣
に
み
ら
れ
る
抗
争
に
関
遮

す
る
圧
力
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
例
に
付
随
し
て
、
い
わ
ゆ
る
公
式
価
値
と
非
公
式
的
赫
値
、
明
示
的
儀
値
と
黙
示
的
価
値
、
た
て
ま
え

と
ホ
ン
ネ
等
の
同
蒔
的
存
在
に
よ
っ
て
行
為
者
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
内
部
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
支
持
者
の
閥
で
生
ず
る
繁

張
が
特
筆
に
値
す
る
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
様
式
化
さ
れ
た
幽
門
」
（
O
間
け
挫
の
聴
ゆ
①
鎚
　
　
③
〈
効
ω
団
O
湊
）
は
、
こ
の
よ
う
な
緊
張
状

況
に
対
す
る
個
人
の
極
め
て
興
味
深
い
適
応
機
制
の
一
例
で
あ
る
（
幻
．
ン
鏑
譲
爵
黛
塁
し
苧
｝
ヨ
鼠
§
ρ
ω
。
驚
§
搭
ま
〉
短
。
。
。
ミ
ゐ
ま
）
。

235

　
ア
ノ
ミ
ー
論
は
、
枇
会
共
有
的
な
緬
値
。
規
範
の
蕩
藤
や
崩
壇
に
よ
っ
て
生
じ
る
規
籍
的
統
的
な
い
し
靴
会
的
合
意
の
闘
題
性
と
と
も
に
、
こ
の
社

会
状
態
に
蘭
連
し
て
あ
ら
わ
れ
る
掛
人
の
行
為
経
過
の
無
規
調
状
態
を
闘
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
姻
入
レ
ベ
ル
の
問
題
の
論
議
の
そ
こ
に
は
、
個
人

の
行
為
は
社
会
的
な
麹
標
価
値
に
コ
ミ
ッ
ト
し
、
又
、
そ
の
行
為
犀
標
に
関
し
て
妥
嶽
な
達
成
の
手
段
。
方
法
を
祉
会
的
に
妥
楽
と
き
れ
る
規
範
に
よ

　
　
逸
脱
の
行
為
一
状
況
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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三
〇

っ
て
規
定
・
調
節
・
統
制
さ
れ
な
い
限
り
明
確
な
方
向
性
と
一
貫
し
た
パ
タ
ー
ン
を
も
つ
こ
と
が
不
可
能
と
い
う
仮
定
が
あ
る
。

束
」
を
解
か
れ
た
人
間
は
、
ア
モ
ル
フ
な
衝
動
に
か
り
た
て
ら
れ
る
。

価
値
。
規
範
の
「
拘

　
相
互
連
関
的
な
地
位
一
役
割
の
体
系
あ
る
い
は
組
織
局
面
の
圧
力
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
組
織
の
な
か
の
人
間
扁
と
い
う
表
題
で
通

常
と
り
扱
わ
れ
る
よ
う
な
問
題
が
一
つ
の
典
型
と
な
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
自
発
的
な
要
素
的
行
為
な
い
し
そ
れ
の
相
互
交
換
レ
ベ
ル

と
、
樵
造
化
さ
れ
組
織
化
さ
れ
た
地
位
…
役
割
レ
ベ
ル
の
閾
に
生
ま
れ
る
圧
力
と
し
て
代
表
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
集
団
の
組
織

が
政
治
・
経
済
・
教
育
な
ど
の
各
領
域
に
お
い
て
巨
大
な
宮
僚
鰯
的
構
造
を
そ
な
え
、
い
わ
ゆ
る
能
率
の
論
理
に
し
た
が
っ
て
組
織
の
意

志
決
定
の
集
中
化
と
機
能
的
合
理
化
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
と
き
、
そ
の
な
か
の
個
人
は
、
行
為
系
列
を
全
体
的
に
洞
察
し
う
る
能
力
と

し
て
の
実
質
的
含
理
性
を
も
つ
こ
と
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
、
あ
る
い
は
個
人
の
特
定
の
要
件
充
足
が
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
、
組
織
の
も
つ
逆

機
能
の
側
面
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
地
位
i
役
割
局
面
の
圧
力
の
一
つ
の
表
環
形
態
は
、
行
為
者
が
構
造
内
で
占
め
る
地
位
に
関
連

す
る
役
割
期
待
に
よ
る
規
定
と
、
さ
ま
ざ
ま
の
社
会
的
関
連
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
成
員
で
あ
る
個
々
の
行
為
者
の
要
件
と
’

が
柏
剋
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
役
割
緊
張
に
代
表
さ
れ
る
が
、
こ
の
緊
張
は
、
行
為
者
が
所
属
す
る
栓
会
や
集
団
の
体
系
の
機
能
要

件
の
分
担
様
式
と
し
て
の
一
定
の
役
割
期
待
と
個
人
の
機
能
要
件
と
の
間
の
対
立
と
し
て
再
規
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
規
定
に
属
し

て
い
え
ば
、
地
位
一
役
割
局
面
の
圧
力
は
、
集
団
局
画
の
そ
れ
の
代
表
で
あ
る
集
団
解
体
（
σ
Q
8
弓
象
ω
。
お
雪
§
け
δ
ゆ
）
の
一
つ
の
特
殊

な
場
合
と
な
る
。

　
集
騒
解
体
と
い
う
の
は
、
　
一
つ
の
体
系
と
し
て
の
集
騒
の
機
能
的
要
求
と
、
こ
の
要
求
を
充
足
す
る
集
麟
の
構
造
的
諸
要
素
の
問
の
相

互
連
関
過
程
な
い
し
配
置
と
い
う
二
つ
の
変
数
闘
に
生
ず
る
圧
力
を
、
集
団
の
一
つ
の
属
性
な
い
し
特
性
と
し
て
扱
う
概
念
で
あ
る
が
、

こ
の
属
性
を
逸
脱
へ
の
圧
力
の
構
造
化
さ
れ
た
原
因
に
数
え
る
場
合
、
問
題
の
所
在
と
な
る
い
く
つ
か
に
は
、
体
系
の
機
能
的
要
求
の
内

容
に
関
し
、
そ
れ
が
環
境
に
同
調
的
か
逸
脱
的
に
か
適
応
す
る
一
つ
の
体
系
と
し
て
客
観
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
全
体
的
な
そ
れ
と
、
構
成

員
が
内
部
で
階
層
化
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
占
め
る
位
概
や
利
害
状
況
の
根
無
に
よ
っ
て
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
個
人
的
諸
要
求
と
の
問
の
調
合



　
　
の
屡
々
対
立
し
合
う
関
係
と
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
内
容
お
よ
び
収
敏
に
関
し
て
選
択
さ
れ
う
る
変
異
の
範
囲
の
規
定
に
直
接
的
に
か
か

　
　
わ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
体
系
内
な
い
し
環
境
に
お
け
る
僻
拠
乱
が
そ
の
体
系
に
加
え
る
圧
力
と
い
っ
た
諸
問
題
が
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
集
団
解
体
に
伴
わ
れ
る
賑
力
は
、
通
常
極
め
て
流
動
的
な
こ
の
機
能
的
要
求
間
の
抗
争
、
並
び
に
構
造
的
要
素
の
配
置
が
と
か
く
固
定
化
す

　
　
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
や
、
既
成
の
構
造
的
配
置
の
パ
タ
ー
ン
の
「
支
持
者
」
に
よ
る
統
欄
に
よ
っ
て
機
能
が
充
足
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
か

　
　
ら
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
解
体
度
は
す
で
に
注
意
し
た
よ
う
に
、
　
一
つ
の
体
系
と
し
て
の
社
会
集
騒
や
組
織
に
み
ら
れ
る
特
性
の

　
　
一
つ
な
の
で
あ
っ
て
、
先
に
地
位
…
役
割
局
面
の
圧
力
の
例
証
と
し
て
掲
げ
た
組
織
の
官
僚
飼
的
構
造
化
も
集
阻
の
別
の
特
性
に
数
え
ら

　
　
れ
る
。
そ
の
他
例
え
ば
、
自
殺
の
よ
う
な
逸
脱
行
為
の
発
生
率
が
集
団
の
統
合
度
な
い
し
凝
集
度
の
よ
う
な
特
性
と
深
い
相
関
関
係
に
あ

　
　
る
こ
と
を
証
拠
だ
て
る
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
数
多
く
提
供
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
「
枳
互
作
用
」
・
「
関
係
」
局
面
の
圧
力
の
表
現
形
態
は
、
こ
の
集
団
的
諸
要
素
が
ほ
か
の
構
造
的
要
素
と
深
く
関
連
し
合
う
事
実
に
対

　
　
応
し
て
、
す
で
に
と
り
あ
げ
た
諸
局
面
の
圧
力
と
か
ら
み
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
説
賜
の
順
序
と
し
て
こ
の
局
面
の
み
を
切
り
離
し

　
　
て
先
ず
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
局
面
の
圧
力
は
、
生
命
を
維
持
す
る
と
い
う
基
本
的
欲
求
と
こ
れ
に
随
伴
す
る
被
会
関
連
的
な
自
己
充
実

　
　
と
い
う
欲
求
系
列
に
か
か
わ
る
と
い
う
よ
り
は
、
こ
れ
ら
と
は
分
析
的
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
、
対
人
関
係
レ
ベ
ル
で
問
題
と
な
る
局
面

　
　
に
対
応
す
る
。
こ
の
局
面
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
、
自
殺
と
い
う
生
の
意
味
づ
け
を
失
わ
せ
る
集
団
状
況
の
特
性
の
類
型
論
を
展
開
し
た
な

　
　
か
で
あ
げ
た
二
つ
の
類
型
に
よ
っ
て
説
明
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
自
己
充
実
の
欲
求
の
過
度
の
無
統
制
（
ア
ノ
ミ
ー
）
と
過

　
　
度
の
統
制
と
い
う
系
列
と
は
別
に
、
社
会
的
に
人
々
が
結
合
す
る
程
度
を
あ
げ
た
。
そ
の
一
つ
の
極
型
は
、
相
互
の
心
的
連
帯
感
を
失
わ

　
　
せ
孤
独
感
・
寂
蓼
感
に
人
々
を
お
い
や
る
集
団
的
な
結
合
の
弛
緩
状
態
、
つ
ま
り
利
己
主
義
（
価
σ
q
9
。
。
ヨ
Φ
）
で
あ
る
。
他
の
極
は
自
我
の

　
　
過
度
の
集
団
的
包
絡
の
た
め
に
自
ら
の
生
を
放
棄
す
る
「
個
性
の
喪
失
状
態
」
、
つ
ま
り
愛
他
主
義
（
p
・
鐸
蝕
の
ヨ
㊦
）
で
あ
る
（
轡
U
¢
昏
訂
冒
”

　
　
い
⑦
ω
忌
。
罷
ρ
掃
○
。
⑩
ご
質
。
襲
①
一
♂
勝
負
這
①
ρ
9
巷
．
麟
占
く
）
。
近
代
以
降
の
社
会
状
況
に
お
い
て
重
要
な
型
は
い
う
ま
で
も
な
く
前
者
で

　
　
あ
る
。
こ
の
状
態
は
社
会
の
集
団
的
枠
組
の
さ
ま
ざ
ま
の
レ
ベ
ル
で
あ
ら
わ
れ
る
特
性
で
あ
る
が
、
こ
の
局
面
の
圧
力
の
ご
く
一
般
的
な

372　
　
　
　
　
　
逸
脱
の
行
為
i
状
況
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
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二

38
2
　
経
過
と
し
て
は
、
社
会
の
踊
放
化
と
広
大
化
に
よ
る
社
会
集
団
の
一
連
の
特
性
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
疎
外
さ
れ
た
一
つ
の
集
団

　
　
的
状
態
、
つ
ま
り
自
我
の
最
も
本
来
的
な
も
の
が
他
奢
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
相
…
互
隔
絶
の
状
態
に
か
か
わ
っ
て

　
　
い
る
（
臼
井
二
尚
『
社
会
学
論
集
』
一
九
六
翼
翼
二
八
認
…
三
一
八
頁
）
。
　
こ
の
よ
う
な
状
態
の
生
ま
れ
る
根
源
を
形
式
的
な
社
会
学
主
義
の
方

　
　
法
を
貫
く
み
力
士
で
な
く
、
社
会
の
「
内
容
」
約
諸
要
素
、
特
に
経
済
的
な
用
具
・
報
酬
体
系
と
の
相
互
連
関
を
重
視
す
る
な
か
で
と
ら
え
よ

　
　
う
と
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
　
形
態
で
あ
る
人
間
の
人
間
に
よ
る
疎
外
や
テ
ン
ニ
ー
ス
の
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的

　
　
結
合
、
あ
る
い
は
「
商
晶
化
の
人
買
関
係
へ
の
侵
蝕
」
に
関
す
る
プ
ロ
…
ム
の
疎
外
論
な
ど
の
一
連
の
論
議
を
深
く
考
慮
す
る
こ
と
が
必

　
　
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
社
会
関
係
局
面
の
圧
力
は
、
桐
対
的
不
満
を
ひ
き
お
こ
す
状
況
内
の
圧
力
と
関
遷
し
て
、
行
為
者
が
、

　
　
潜
我
中
心
的
な
慮
己
充
実
の
欲
求
に
過
度
に
か
り
た
て
る
価
値
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
結
果
生
ま
れ
る
分
離
関
係
と
し
て
も
あ
ら
わ
れ
る
。
こ

　
　
の
種
の
圧
力
は
先
述
し
た
よ
う
な
集
団
の
統
含
度
と
か
解
体
度
と
い
っ
た
属
性
と
深
い
関
連
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
相
互
作
用

　
　
局
爾
の
圧
力
は
、
地
位
一
役
割
な
い
し
組
織
局
、
面
の
圧
力
を
と
り
あ
げ
た
な
か
で
す
で
に
示
篤
し
た
よ
う
に
、
宮
山
欄
酌
構
造
を
と
る
よ

　
　
う
な
組
織
の
逆
機
能
面
に
結
び
つ
い
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
ま
で
の
論
述
に
お
い
て
、
私
は
、
行
為
者
に
と
っ
て
与
え
ら
れ
た
「
も
の
」
と
し
て
の
被
会
状
況
の
構
成
要
素
の
各
部
分
に
つ
い
て
、

　
　
そ
の
内
に
含
ま
れ
る
逸
脱
へ
の
内
在
的
な
圧
力
な
い
し
緊
張
の
主
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
説
明
し
た
。
状
況
の
こ
の
よ

　
　
う
な
一
定
の
局
面
が
人
々
の
逸
脱
傾
向
の
形
成
や
そ
れ
の
行
動
表
現
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
そ
の
程
度
や
範
闘
・
持
続
性
な
ど
の
点
で
か
な

　
　
り
の
相
違
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
状
況
内
圧
力
と
逸
脱
的
反
応
と
い
う
二
つ
の
因
果
的
な
変
数
間
の
変
化
が
、
両
者
の
間
に
介
在
す
る
特
定

　
　
の
媒
介
要
因
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
可
変
約
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
過
の
論
究
は
、
次
に
関
心
を
集
中
す
べ
き
課
題
と
な
る

　
　
（
本
稿
は
、
昭
和
四
十
四
年
十
　
月
　
日
に
京
都
哲
学
会
で
行
な
っ
た
講
演
内
容
の
う
ち
、
行
為
一
状
況
の
構
成
要
素
の
内
容
と
、
祇
会
状
況
に
内
在
的
な

　
　
逸
脱
へ
の
圧
力
源
に
関
し
て
述
べ
た
部
分
を
中
心
に
必
要
な
加
筆
を
し
て
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
岡
会
で
述
べ
た
つ
づ
く
部
分
、
す
な
わ
ち
、
状
況
内

　
　
の
圧
力
と
逸
脱
的
反
応
の
聞
を
照
果
的
に
媒
介
す
る
変
数
や
、
岡
調
一
逸
脱
の
選
択
灼
な
行
為
発
現
の
過
程
に
は
た
ら
く
諸
困
ほ
か
の
論
述
に
つ
い
て
は

　
　
別
稿
に
ゆ
ず
り
た
い
）
。
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筆
壽
　
窟
都
大
学
文
学
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〔
祉
会
学
〕
助
教
授
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Aetion－Situation　Tkeory　ef　DeviaRee

b1　Hisao　Naka

　　This　paper’attempts　to　construct　a　general　theory　of　deviant　behavior

－i．　e‘，　．a　system　of　propositions　that　are　applicable　to　all　manifold　varieties

of　deviance．　This　theory　emphasizes　the　conjunction　of　both　action－and

social　situation－variables　in　determining　the　deviant　behavior．　The　action－

variables　consist　of　a　set　of　“goal”，　“normative　regulation”，　“means”　and

“mobilization　of　motivation．”　The　situation－valiables　consist　of　“value”，

“norm” C　‘Eacility”　and　“reward”．　What　other　persons　do，　moreover，　mal〈es

an　aspect　of　the　situation　of　action　ior　the　actor．　These　variables，　although

real，　are　of　analytical　charactor　rather　than　concrete．

　　Certain　combinations　or　mixes　of　these　variables　produce　deviance．　The

theory　of　anomie，　for　inatance，　is　focussed　on　pressures　toward　deviant

behavior　arising　from　discrepancies　among　variables　on　the　socio－cultural

situation　side．　ln　this　paper　another　phases　are　also　outlined．　Value　confiict

and　gyoup　disorganization　ai“e　therefore　the　source　of　deviance　that　is

inherent　in　the　structure　of　the　situation　itself－in　other　words，　a　structural

source　of　deviance．　We　discuss　the　effect　of　socially　s｛ructured　strain　upon

the　frequency　and　degree　of　deviant　behevior，　and　treat　the　above－mentioned

elements　as　determinants　of　this　or　that　strain，　as　｝inks　in　the　chain　of

causation　starting　with　the　state　of　the　social　strain　and　terminating　in　the

act　bf　deviance．
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