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機
能
分
析
の
方
法

　
　
　
ー
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
理
論
の
問
題
一

中

久

郎

一

　
　
　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
社
会
学
の
研
究
に
機
能
分
析
の
方
法
の
最
も
系
統
立
っ
た
適
用
を
行
な
っ
た
最
初
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
の
方
針

　
　
は
、
社
会
学
や
人
類
学
の
ほ
か
多
く
の
学
問
領
域
に
そ
の
後
時
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
発
展
を
み
た
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
理
論
的
定
式
化

　
　
や
方
法
の
確
立
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
そ
の
た
め
彼
は
機
能
主
義
の
父
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
機
能
主
義
は
、
方
法
論
と
し
て
今
で
は

　
　
可
成
り
豊
か
な
業
績
を
あ
げ
、
理
論
的
諸
問
題
に
つ
い
て
も
、
激
し
い
論
争
の
な
か
で
根
轟
の
整
備
を
み
る
に
い
た
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が

　
　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
み
る
古
典
的
な
分
析
の
方
法
論
的
含
意
は
、
徹
底
的
に
練
ら
れ
つ
つ
あ
る
最
近
の
そ
う
し
た
高
い
水
準
か
ら
み
る
と
必

　
　
ず
し
も
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
が
あ
り
、
大
づ
か
み
な
表
現
に
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
著
作
を
慎
重
に
読

　
　
み
か
え
す
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
翫
究
方
針
の
勘
断
が
殆
ど
押
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
驚
か
さ
れ
る
。
そ
れ
の
み
か
、
特
に
ア
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ニ

メ
リ
カ
で
機
能
的
ア
プ
ロ
：
チ
を
旨
と
し
て
き
た
多
く
の
人
々
が
発
展
さ
せ
な
い
ま
ま
に
残
し
て
き
た
貴
重
な
遺
産
と
思
え
る
も
の
さ
え
、

そ
こ
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
の
手
で
も
っ
と
発
展
さ
せ
て
よ
い
と
思
え
る
最
も
重
要
な
い
く
つ
か
は
、
機
能
分
析
の
論
理
を
イ
デ
オ

μ
戦
守
的
係
り
あ
い
か
ら
中
立
的
な
分
析
的
枠
組
の
基
礎
と
し
て
役
立
た
せ
る
純
粋
に
科
学
的
な
方
針
と
、
巻
会
を
何
よ
り
も
生
成
に
お

い
て
と
ら
え
る
問
題
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
ら
と
と
も
に
、
機
能
分
析
に
含
ま
れ
る
臨
的
論
的
発
想
を
い
わ
ぽ
逆
手
に
と
っ
た
規
範
的
認
識

の
見
地
を
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
表
現
し
、
そ
れ
を
経
験
的
認
識
に
よ
る
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
結
び
つ
け
る
方
法
の
可
能
性
と
有
効
性

を
自
ら
の
業
績
に
よ
っ
て
証
拠
だ
て
て
み
せ
た
こ
と
も
、
強
調
さ
れ
て
よ
い
一
つ
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
：
ム
は
、
社
会
的
事
実
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
何
ら
か
の
機
能
的
必
要
を
充
た
す
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
み
る
「
不
可
欠
性
の
公
準
」
（
マ
ー
ト
ン
）
に
拠
っ
た
説
明
を
展
寄

し
た
こ
と
は
恐
ら
く
な
か
っ
た
し
、
ま
た
こ
の
分
析
を
単
に
「
社
会
技
術
」
に
役
立
た
せ
よ
う
と
は
か
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
の
方

法
に
託
さ
れ
た
希
望
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
桂
会
の
機
能
的
要
求
と
い
う
、
機
能
分
析
に
と
っ
て
中
心
的
な
概
念
の
中
味
に
価
値
関
心
を

も
ち
込
み
、
そ
れ
と
の
対
応
関
係
に
よ
っ
て
説
明
対
象
の
批
判
的
認
識
を
深
め
、
実
践
的
課
題
に
も
こ
た
え
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
方
針
は
、
例
え
ば
社
会
的
事
実
の
平
常
的
と
病
理
的
と
の
区
別
に
関
す
る
規
準
の
思
考
の
う
ち
に
最
も
顕
著
に
役
立
て
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
社
会
病
理
学
と
い
う
、
社
会
学
的
評
価
の
諸
問
題
を
取
り
扱
う
研
究
領
域
で
も
っ
と
系
統
的
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
よ
い
は
ず
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
社
会
学
を
実
証
科
学
と
し
て
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
は
「
社
会
的
な
も
の
偏
を
客
観
的
に
把
握
す
る
研
究
方
針
を
貫

く
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
と
考
え
、
同
対
象
の
存
在
条
件
と
時
間
的
継
起
に
関
す
る
法
則
の
定
立
を
も
っ
て
こ
の
学
の
課
題
で
あ
る
と
し

た
。
し
か
し
、
思
考
す
る
主
観
と
の
関
連
に
お
い
て
真
偽
が
は
か
ら
れ
る
批
判
的
真
理
が
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
知
的
ア
ナ
ル
シ
ー
収
束
の

役
割
を
、
実
証
的
観
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
科
学
的
真
理
に
期
待
す
る
コ
ン
ト
の
考
え
に
賛
愛
し
な
が
ら
、
観
察
す
る
主
観
か
ら
切
り
離

さ
れ
た
所
与
の
実
証
の
み
に
依
拠
し
、
そ
れ
の
規
準
に
よ
っ
て
行
動
を
規
律
す
る
こ
と
か
ら
結
果
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
野
離
の
も
の
へ
の
無



　
　
批
判
的
受
容
に
諾
い
る
こ
と
に
は
警
戒
の
念
を
岡
時
に
強
く
し
て
い
た
。
彼
は
、
実
証
的
観
察
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
諸
事
実
を
批
判
的

　
　
認
識
の
基
礎
と
し
て
役
立
た
せ
、
さ
ら
に
粒
会
的
活
動
に
望
ま
し
い
方
向
を
与
え
る
と
い
う
、
実
践
約
関
心
の
充
足
を
も
っ
て
最
高
の
希

　
　
望
と
し
た
（
恥
ミ
ミ
馨
弼
ミ
寒
§
侮
§
駄
馬
（
以
下
曾
ミ
。
N
・
ミ
野
茨
と
略
）
・
μ
8
幽
”
℃
落
餌
8
冨
触
O
・
b
ご
8
σ
q
歩
℃
・
ε
。
現
象
と
し
て
与
え
ら
れ

　
　
る
祉
会
先
議
事
実
を
い
わ
ば
超
え
た
位
置
に
身
を
置
こ
う
と
し
た
こ
と
は
、
現
実
を
批
判
す
る
規
準
を
客
体
の
側
で
は
な
く
認
識
主
体
の

　
　
側
に
措
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
も
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
支
配
的
関
心
は
道
徳
問
題
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
社
会
的
事
実
に
関
す
る
実
証
的
・
客
観

　
　
的
な
科
学
へ
の
聴
講
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
道
徳
的
な
合
意
と
連
帯
を
社
会
の
う
ち
に
確
立
す
る
と
い
う
、
実
践
的
関
心
を
み
た
す
不
可
欠

　
　
の
基
礎
を
そ
れ
が
提
供
す
る
と
信
じ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
道
徳
問
題
に
専
念
す
る
こ
の
よ
う
な
思
想
的
立
場
は
、
新
唯
心
論
的
哲
学
を
展

　
　
開
し
た
ブ
ー
ト
ル
ー
の
影
響
に
可
成
り
拠
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
自
然
法
則
の
偶
然
性
を
唱
え
た
こ
の
哲
学
者
は
、
目
的
論
的
立
場

　
　
を
自
然
科
学
の
領
域
に
奪
恥
し
、
か
つ
そ
の
科
学
批
判
を
通
じ
て
、
倫
理
的
な
実
践
を
最
高
と
す
る
昌
的
論
歪
形
運
上
学
の
主
張
に
い
た

　
　
つ
た
。

　
　
　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
実
践
へ
の
意
欲
を
燃
や
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
の
た
め
に
社
会
的
現
実
に
対
す
る
冷
静
な
自
然
科
学
的
認
識

　
　
の
重
要
性
を
く
り
か
え
し
強
調
す
る
。
　
「
理
想
は
、
そ
れ
が
実
在
に
根
ざ
し
て
い
な
け
れ
ぽ
何
も
の
に
も
基
づ
い
て
い
な
い
」
の
で
あ
る

　
　
（
b
こ
黛
ミ
薯
h
．
§
§
讐
§
ミ
§
ミ
（
b
電
）
口
。
。
O
ω
…
潜
。
①
倉
勺
「
①
貯
8
瞬
断
憶
Φ
ひ
倉
℃
・
×
×
×
ε
。
事
実
認
識
と
批
判
認
識
の
観
点
の
緊
張
し
た

　
　
関
係
づ
け
に
専
念
し
た
彼
は
、
や
は
り
変
革
期
の
社
会
に
生
き
る
代
表
的
な
被
会
学
者
の
～
人
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
　
道
徳
の
問
題
を
め
ぐ
る
彼
の
方
法
は
、
本
稿
の
ほ
か
の
論
考
で
筆
者
も
大
き
な
関
心
事
と
し
て
き
た
。
こ
こ
で
の
主
題
は
、
機
能
的
ア

　
　
ブ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
の
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
数
多
い
先
駆
的
な
遺
産
を
正
当
に
評
平
す
る
こ
と
に
当
て
た
い
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
は
明
示

　
　
的
・
黙
示
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
の
内
容
の
重
要
性
を
、
彼
の
論
述
の
全
体
に
わ
た
っ
て
評
価
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
わ
れ
わ
れ
の

　
　
今
日
の
用
語
で
も
っ
て
可
能
な
限
り
”
翻
訳
”
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
に
は
耳
環
に
、
現
在
ま
で
の
機
能

㎜　
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三
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藍

鼠
ア
プ
ロ
ー
チ
の
発
展
過
程
や
全
体
的
な
そ
れ
の
脈
絡
の
な
か
に
可
能
な
範
囲
で
批
判
的
に
位
置
づ
け
る
努
力
が
合
わ
せ
て
伴
わ
れ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
Q

　
（
1
）
　
こ
の
方
法
を
も
っ
て
、
社
会
学
の
科
学
的
認
識
を
社
会
思
想
の
脈
絡
に
連
結
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
実
践
的
関
心
を
み
た
す
基
礎
に
役
立
た

　
　
　
せ
よ
う
と
し
た
論
述
の
簡
所
は
、
筆
者
が
す
で
に
「
社
会
連
帯
論
と
社
会
主
義
扁
の
標
題
の
も
と
に
、
内
容
の
い
く
分
細
か
な
検
討
を
行
な
っ
た

　
　
　
（
『
拡
仏
ム
四
学
評
嚇
論
』
、
　
二
〇
i
一
、
　
一
九
六
九
年
、
　
五
ニ
ー
七
二
頁
）
。

　
（
2
）
　
「
社
会
的
事
実
と
行
為
」
、
『
哲
学
研
究
』
、
四
二
一
一
二
（
五
〇
六
）
、
　
一
九
六
七
年
、
一
一
五
一
五
七
頁
。

二

　
機
能
分
析
に
用
い
ら
れ
る
中
心
的
な
概
念
や
基
礎
的
命
題
は
、
ふ
つ
う
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
生
物
諸
科
学
か
ら
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
も
　
　
初
期
に
彼
が
そ
の
摂
取
に
専
念
し
た
生
物
学
的
社
会
学
者
の
場
合
ほ
ど
、
そ
の
類
比

は
強
度
で
な
か
っ
た
に
し
ろ
　
　
や
は
り
、
こ
の
傾
向
を
免
か
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
機
能
（
｛
O
コ
O
銘
O
賢
）
の
言
葉
に
、
二
つ
の

異
な
る
意
味
あ
い
の
あ
る
こ
と
を
生
物
学
の
用
語
を
借
り
て
先
ず
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
　
「
…
…
あ
る
時
に
は
、
機
能
は
生
命
的

運
動
の
一
体
系
を
、
そ
の
結
果
を
度
外
視
し
て
意
味
し
て
お
り
、
ま
た
あ
る
時
に
は
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
運
動
と
有
機
体
の
若
干
の
欲
求

と
の
問
に
存
在
す
る
対
応
関
係
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
Q
こ
う
し
て
消
化
・
呼
吸
等
々
の
機
能
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
が
、
ま
た
消
化
は
有
機

体
に
そ
の
消
耗
を
圏
復
す
べ
き
液
体
や
固
体
を
合
体
す
る
こ
と
を
機
能
と
す
る
と
か
、
呼
吸
は
動
物
の
肉
体
組
織
内
に
そ
の
生
命
の
維
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
必
要
な
気
体
等
々
を
と
り
い
れ
る
こ
と
を
機
能
と
す
る
と
か
い
わ
れ
て
い
る
」
（
黛
q
も
●
卜
。
一
）
。

　
デ
ェ
ル
ケ
ー
ム
は
、
経
済
・
致
治
・
宗
教
な
ど
の
社
会
諸
現
象
を
社
会
有
機
体
の
「
機
能
」
と
し
て
と
ら
え
、
相
互
の
全
体
と
し
て
の

「
親
密
な
結
び
つ
ぎ
」
に
関
す
る
総
合
社
会
学
的
認
識
の
必
要
性
と
重
要
性
を
強
調
し
た
が
、
そ
の
溝
想
の
な
か
で
機
能
と
い
う
語
は
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
の
意
味
に
用
い
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
活
動
あ
る
い
は
社
会
体
の
“
い
の
ち
”
そ
の
も
の
の
蓑
現
・
は
た
ら
き
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、



　
　
特
殊
科
学
と
し
て
の
社
会
学
の
観
点
か
ら
桂
会
的
分
業
・
儀
礼
・
社
会
的
綱
裁
と
い
っ
た
一
定
の
型
式
化
さ
れ
た
社
会
的
諸
事
実
に
説
明

　
　
が
加
え
ら
れ
る
と
き
、
機
能
は
明
ら
か
に
第
二
の
意
味
に
限
定
さ
れ
る
Q
　
『
社
会
的
分
業
論
』
の
な
か
で
、
分
析
の
単
位
と
な
っ
た
主
要

　
　
な
六
盗
、
つ
ま
り
社
会
的
分
業
体
系
は
、
そ
れ
を
包
含
す
る
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
社
会
体
の
欲
求
に
対
す
る
対
応
（
8
馨
。
・
℃
。
邑
登
8
）

　
　
の
観
点
か
ら
そ
の
生
起
と
存
続
が
説
明
さ
れ
た
の
が
、
そ
う
し
た
適
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
分
業
の
機
能
は
何
か
を
問
う
こ
と
は
、

　
　
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
欲
求
（
び
①
o
段
O
岡
コ
　
ω
○
α
即
鋤
一
）
に
対
応
し
て
い
る
か
を
探
る
こ
と
で
あ
る
」
八
b
ミ
㌻
置
）
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
そ

　
　
れ
が
欝
応
ず
る
欲
求
を
探
ぐ
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　
機
能
の
こ
の
第
二
の
用
例
は
、
社
会
学
や
文
化
人
類
学
の
分
野
で
今
日
ふ
つ
う
に
見
う
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の

　
　
分
析
で
機
能
の
語
に
よ
っ
て
専
ら
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
社
会
学
的
説
明
の
童
部
題
を
取
り
扱
う
た
め
に
機
能
と
い
う
用

　
　
語
を
特
に
選
ぶ
理
由
を
述
べ
た
箇
所
で
、
他
の
類
似
の
用
語
が
意
図
し
た
分
析
効
果
を
高
め
る
の
に
適
当
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ

　
　
ら
か
ら
の
区
別
が
不
可
欠
で
あ
る
と
説
い
た
。
例
え
ば
、
目
的
と
か
目
標
と
い
う
語
は
、
あ
る
現
象
の
存
在
と
生
起
が
想
定
さ
れ
た
特
定

　
　
の
閉
的
に
よ
り
予
め
原
因
が
与
え
ら
れ
説
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
「
わ
れ
わ
れ
の
決
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
諸
結
果
を
め
ざ
し
て
存
在

　
　
し
て
い
る
こ
と
を
仮
定
す
る
が
ゆ
え
に
不
適
当
で
あ
る
。
」
「
結
果
と
か
効
果
と
い
う
用
語
は
、
な
お
さ
ら
わ
れ
わ
れ
を
満
足
さ
せ
な
い
。

　
　
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
対
応
の
観
念
を
全
く
よ
び
起
こ
さ
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
b
ξ
宰
旨
）
。
こ
の
よ
う
に
、
機
能
と
か
役
割
（
ω
Φ
ヨ
8
）

　
　
と
い
う
語
が
対
応
の
観
念
を
あ
ら
わ
す
の
に
甚
だ
好
都
合
で
あ
る
と
し
た
の
ち
、
対
応
の
意
味
を
問
い
、
そ
れ
が
分
業
体
系
の
よ
う
な
分

　
　
析
単
位
の
参
与
者
に
よ
っ
て
「
意
図
さ
れ
予
期
さ
れ
た
適
応
か
ら
か
、
あ
る
い
は
事
後
の
調
節
か
ら
生
じ
て
い
る
か
ど
う
か
」
の
問
い
に

　
　
は
か
か
わ
り
な
く
、
観
察
者
に
と
り
そ
の
対
応
が
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
ま
た
そ
れ
が
何
も
の
に
よ
っ
て
成
立
っ
て
い
る
か
を
知

　
　
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
み
た
（
隷
隔
誌
曳
塁
§
貯
ミ
雪
ぎ
§
動
ミ
ミ
薦
心
ミ
（
沁
磯
）
口
。
。
㊤
α
…
一
α
①
価
9
7
8
）
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
機
能
分
析

　
　
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
対
応
が
考
察
さ
れ
る
諸
事
実
な
い
し
諸
現
象
に
参
与
す
る
個
人
に
よ
り
、
主
観
的
に
意
図
さ
れ
認
知
さ
れ
る
と
否
と

　
　
に
か
か
わ
り
な
く
、
観
察
者
の
側
か
ら
の
客
観
的
対
応
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
機
能
の
概
念
は
、
観
察
者
の
見
地
を
含
み

31
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ノ、

必
ず
し
も
当
事
嚢
の
見
地
を
含
ま
な
い
。
そ
の
認
識
に
お
い
て
、
行
為
者
に
よ
っ
て
主
観
的
に
意
図
さ
れ
る
目
的
・
動
機
・
目
標
・
意
図

と
、
そ
れ
ら
の
客
観
的
な
社
会
的
結
果
と
は
分
析
的
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
社
会
学
主
義
の
立
場
に
立

っ
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
課
題
は
、
観
察
対
象
の
、
必
ず
し
も
参
与
者
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
な
い
客
観
的
結
果
の
社
会
学
的
説
明
に
あ
っ
た
。

も
と
よ
り
、
「
社
会
的
な
も
の
」
に
対
す
る
客
観
主
義
の
方
法
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
彼
自
ら
は
主
意
主
義
的
方
法
論
や
行
為
め
頃
的
、

手
段
分
析
を
承
知
は
し
て
い
た
し
、
ま
た
そ
れ
ら
の
欠
点
も
鋭
く
自
覚
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
Q
彼
の
論
究
が
、
マ
ー
ト
ソ
め
い
う

潜
在
的
機
能
に
限
ら
れ
た
理
由
は
、
社
会
学
の
独
膚
の
紺
象
と
さ
れ
た
社
会
的
事
実
が
も
つ
「
固
有
の
一
つ
の
性
質
」
に
基
因
す
る
。
け

だ
し
桂
会
的
事
実
は
、
「
単
に
そ
れ
を
欲
求
し
ま
た
意
志
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
し
か
ら
で

あ
る
（
知
㊥
偽
”
　
℃
陰
Φ
O
）
。

　
今
臼
の
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
な
か
に
は
、
機
能
の
概
念
の
多
義
性
に
よ
る
ほ
か
、
社
会
現
象
の
科
学
的
説
明
の
観
点
か
ら
み
て
も
さ

ま
ざ
ま
の
種
類
が
あ
る
。
こ
の
方
針
に
よ
る
実
際
の
業
績
に
よ
っ
て
う
か
が
え
る
、
そ
う
し
た
な
か
の
代
表
的
な
一
つ
は
、
分
析
苅
象
で

あ
る
項
屠
の
生
起
を
社
会
構
成
員
の
欲
求
や
心
理
的
要
因
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
項
百
の
存
在
や
生
起

を
、
こ
れ
ら
を
包
含
す
る
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
社
会
体
系
の
「
欲
求
偏
と
の
対
陣
関
係
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
両

種
は
、
前
者
の
分
析
視
点
が
心
理
学
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
の
そ
れ
が
社
会
学
的
で
あ
る
と
い
う
特
徴
を
対
照
的
に
お
び
て
い
る
。

栓
会
学
的
解
釈
の
問
題
を
め
ぐ
る
こ
の
両
者
間
の
論
争
は
、
か
つ
て
ラ
ド
タ
リ
フ
u
ブ
ラ
ウ
ン
と
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
間
で
交
わ
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

最
近
で
は
「
交
叉
イ
ト
コ
婚
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
レ
ヴ
ィ
擁
ス
ト
獄
ー
ス
と
ホ
マ
ソ
ズ
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
の
閾
で
行
な
わ
れ
て
き
た
。

こ
の
点
に
関
し
て
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
機
能
主
義
は
、
明
ら
か
に
社
会
学
的
な
そ
れ
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
そ
の
祖
会
学
に
依
拠
し
た
ラ
ド
ク

リ
フ
ー
ー
ブ
ラ
ウ
ン
の
説
陽
方
式
に
そ
の
拡
張
を
み
た
よ
う
に
、
機
能
的
「
欲
求
」
は
、
社
会
的
「
欲
求
篇
を
指
す
用
語
で
あ
っ
て
生
物
学

的
・
心
理
学
的
「
欲
求
」
で
は
な
か
っ
た
し
、
全
体
と
し
て
の
枇
会
が
部
分
に
対
し
て
も
つ
機
饒
に
つ
い
て
も
極
く
附
随
的
に
し
か
語
る

と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
社
会
現
象
を
生
物
学
的
・
心
理
学
的
要
因
に
よ
っ
て
説
明
す
る
生
物
学
主
義
・
心
理
学
童
義
に
反
対
す
る
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方
法
論
的
規
準
の
必
然
的
帰
結
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
社
会
学
主
義
の
観
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
個
人
の
欲
求
や
心
理
学
的
要
因
は
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
「
外
在
的
」
な
社
会
（
集
合
意
識
の
体
系
）
に
よ
る
「
拘
束
」
の
結
果
で
あ
り
、
社
会
の
欲
求
の
個
人
に
お
け
る
再
表
現
に

す
ぎ
な
い
と
み
ら
れ
る
。

　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
機
能
の
概
念
は
、
社
会
学
分
析
に
お
け
る
目
的
論
的
方
法
の
代
替
物
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
の
修
正
と
し
て
発
達
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
べ
き
性
質
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
、
人
類
の
進
歩
を
未
来
に
向
か
い
限
り
な
く
前
進
す
る
人
間
性
の
可
能
性
の
観
点
か
ら
説
明
す

る
「
進
歩
の
観
念
」
や
、
よ
り
大
き
な
幸
福
を
求
め
る
欲
望
に
よ
っ
て
社
会
の
進
化
を
解
釈
す
る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
よ
う
な
功
利
主
義
理
論

に
反
駁
し
、
そ
う
し
た
要
因
の
社
会
学
的
説
明
に
お
け
る
重
要
性
は
承
知
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
の
客
観
的
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

「
社
会
的
な
も
の
」
に
よ
っ
て
諸
経
過
を
説
明
す
る
社
会
学
主
義
の
原
理
を
優
先
さ
せ
た
。

　
（
1
）
　
そ
の
飽
、
分
業
に
よ
る
体
系
が
、
門
特
殊
な
諸
機
能
の
一
体
系
」
で
あ
る
と
か
、
諸
機
能
の
専
門
化
・
不
調
和
と
か
い
わ
れ
る
と
き
に
は
、

　
　
　
．
．
臨
9
象
。
島
．
、
の
語
は
、
役
割
・
役
務
・
職
分
・
働
き
の
意
味
に
用
い
ら
れ
、
職
能
顧
体
の
よ
う
な
「
ア
ソ
シ
エ
…
シ
ョ
ン
」
に
も
論
及
す
る
こ

　
　
　
と
と
な
る
。

　
（
2
）
　
結
果
か
ら
切
り
離
し
、
活
動
そ
の
も
の
を
機
能
と
み
る
第
一
の
用
法
は
、
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
の
ボ
ブ
ハ
ウ
ス
に
み
ら
れ
た
が
、
周
知
の
ア
ソ
シ

　
　
　
エ
…
シ
ョ
ン
概
念
を
、
「
特
殊
な
機
能
ま
た
は
諸
機
能
を
遂
行
す
る
た
め
に
結
合
し
た
人
々
の
集
闘
」
（
ギ
ン
ス
バ
ー
ク
）
と
定
義
す
る
な
か
に
代

　
　
　
表
さ
れ
て
い
る
。
新
明
正
道
「
重
富
の
概
念
に
つ
い
て
偏
、
『
社
会
学
評
論
』
～
○
一
一
（
三
七
）
、
　
一
九
六
〇
年
、
七
七
－
八
一
　
頁
。

　
（
3
）
Ω
●
Ω
鵠
§
窪
。
・
§
儒
P
寡
ω
・
ぎ
①
罷
9
§
ミ
黛
鷺
”
》
ミ
§
ξ
§
叙
ミ
博
ミ
馬
9
§
巴
”
》
Q
。
a
を
。
h
⊆
回
濁
け
①
延
9
。
撃
8
¢
。
。
ヨ
ζ
舞
圃
。
σ
q
の
℃

　
　
　
（
器
滞
陣
艮
＆
三
3
＆
象
含
。
霧
一
〇
〇
ヨ
∋
§
雪
ぎ
ρ
Ω
頃
。
ヨ
謬
P
勲
ミ
馬
ミ
§
騎
§
叙
》
良
貯
ミ
象
”
認
畠
。
・
ヨ
ω
o
o
即
』
ω
o
酔
g
o
ρ
日
8
卜
。
）
青

　
　
　
柳
真
智
子
訳
「
交
叉
イ
ト
コ
婚
と
系
譜
」
祖
父
江
孝
田
儀
編
『
文
化
人
類
学
り
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
』
一
九
六
五
年
、
三
〇
一
九
五
頁
Q
な
お
、
デ
ュ

　
　
　
ル
ケ
…
ム
の
い
う
社
会
的
纂
実
は
、
祉
会
有
機
体
の
欲
求
と
の
対
応
関
係
で
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
同
対
象
の
な
か
で
特
に
原
初

　
　
　
的
・
可
能
態
と
し
て
の
そ
れ
は
、
「
歴
史
に
お
い
て
根
継
起
し
て
あ
ら
わ
れ
る
す
べ
て
の
人
間
性
」
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
思
想
に
論
拠
が
お
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
て
い
た
o
O
h
国
’
O
露
葵
ゲ
臨
監
．
轡
、
①
く
。
ξ
畝
O
黒
幕
審
σ
q
o
σ
q
5
償
。
窪
男
「
帥
雛
o
P
＜
O
劉
H
炉
H
O
ω
G
Q
（
小
関
藤
一
郎
訳
『
フ
ラ
ン
ス
教
育
思
想
史
門
下
　
三

　
　
　
〇
五
頁
）

機
能
分
析
の
方
法

七



734

哲
学
研
究
　
第
五
百
二
十
七
号

八

（
4
）
　
》
．
型
2
8
”
、
．
U
霞
穿
①
冒
餌
頭
目
§
a
o
ま
一
ぎ
y
、
、
訪
客
黒
毛
。
濠
巴
‘
寧
ミ
～
免
b
§
ミ
巡
ミ
‘
お
①
9
箸
・
囲
課
ー
二

三

　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
分
析
対
象
で
あ
る
項
目
を
社
会
的
事
実
と
し
て
の
特
性
に
お
い
て
と
ら
え
、
そ
れ
の
存
在
や
生
起
の
説
明
観
点
を

全
体
と
し
て
の
拙
会
体
の
何
ら
か
の
欲
求
に
対
応
す
る
関
係
の
な
か
に
求
め
る
機
能
分
析
を
も
っ
て
社
会
学
の
一
説
明
方
法
と
し
た
。
そ

の
さ
い
分
析
対
象
が
欄
々
の
参
与
老
の
欲
求
に
対
し
て
も
つ
機
能
的
結
果
を
考
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
も
実
質
的
に
重
視
し
て
い
た
よ
う
に
思

　
　
（
王
）

わ
れ
る
。
例
え
ば
有
機
的
連
帯
を
基
礎
と
し
た
職
業
団
体
が
、
栓
会
の
道
徳
的
統
合
と
い
う
欲
求
に
応
え
る
「
有
益
な
」
機
能
を
論
証
し

た
な
か
で
、
人
々
が
そ
こ
に
親
密
な
関
係
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
き
共
同
的
連
帯
に
対
す
る
熱
烈
な
感
情
に
は
ぐ
く
ま
れ
る
で
あ

ろ
う
と
い
う
、
個
人
に
対
す
る
機
能
的
結
果
に
つ
い
て
の
信
念
が
披
濯
さ
れ
て
い
る
。
連
帯
の
道
徳
的
規
綱
の
な
か
に
こ
そ
人
々
は
「
喜

び
の
源
」
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
道
徳
的
規
制
の
弛
緩
や
欠
如
、
つ
ま
り
無
規
制
（
ア
ノ
ミ
ー
）
は
、
個
人
に
緊

張
と
苦
痛
を
強
い
、
自
殺
に
す
ら
お
い
や
る
逆
機
能
的
結
果
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
い
く
つ
か
の
箇
所

で
個
人
の
欲
求
に
対
す
る
同
様
の
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
み
ら
れ
る
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
支
配
的
関
心
は
、
や
は
り
「
も
の
」
と
し
て

の
固
有
の
特
性
を
も
つ
社
会
的
事
実
に
関
し
、
個
人
の
欲
求
や
必
要
と
必
ず
し
も
関
係
な
く
観
察
で
き
る
客
観
的
機
能
の
説
明
に
向
け
ら

れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
彼
の
方
法
の
大
き
な
特
徴
は
、
「
社
会
的
な
も
の
」
を
一
つ
の
体
系
と
し
て
と
ら
え
有
機
体
論
的
発
想

を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
た
方
針
を
展
開
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
社
会
理
論
は
、
社
会
的
行
為
や
相
互
作
用
の
体
系
と
し
て
の
論
議
を
主
題

と
し
て
い
な
い
し
、
そ
の
た
め
に
こ
れ
ら
を
主
題
と
し
た
ジ
ン
メ
ル
の
よ
う
な
場
合
と
は
対
照
的
に
機
能
主
義
の
方
法
で
も
全
体
論
的
見

地
を
貫
こ
う
と
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
さ
い
全
体
的
な
社
会
が
有
機
体
に
類
比
さ
れ
そ
れ
の
欲
求
が
分
析
の
前
提
と
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
科
学
的
に
説

明
さ
れ
る
現
象
は
、
常
に
部
分
的
な
抵
会
的
事
実
で
あ
っ
た
。
部
分
的
諸
事
実
の
客
観
的
機
能
を
、
体
系
と
し
て
把
握
さ
れ
る
全
体
と
の



　
　
関
取
に
お
い
て
説
明
す
る
分
析
方
法
は
、
有
機
体
的
発
想
に
拠
り
な
が
ら
全
体
を
実
体
化
す
る
単
な
る
生
物
学
的
有
機
体
論
と
は
基
本
的

　
　
に
区
別
さ
れ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
提
示
し
か
っ
自
ら
深
め
た
機
能
分
析
の
対
象
が
、
社
会
体
中
に
含
ま
れ
な
が
ら
そ
れ
の
特
殊
部
分
で

　
　
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
研
究
範
囲
を
欄
早
し
特
殊
な
問
題
の
研
究
を
積
む
こ
と
が
先
決
で
あ
る
と
す
る
実
証
主
義
の
方
法
と
深
い
か
か
わ

　
　
り
が
あ
る
。
社
会
学
の
学
的
性
格
を
定
義
し
た
な
か
で
社
会
学
が
制
度
の
発
生
と
機
能
に
関
す
る
科
学
で
あ
る
と
し
た
言
明
こ
そ
、
そ
れ

　
　
の
直
裁
な
蓑
現
で
あ
っ
た
。

　
　
　
機
能
分
析
と
よ
ば
れ
る
も
の
に
は
、
す
べ
て
「
そ
の
根
底
に
暗
黙
的
で
あ
れ
明
示
的
で
あ
れ
、
特
定
の
体
系
の
機
能
要
件
（
欲
求
）
の

　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
概
念
が
あ
る
。
」
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
機
能
の
定
義
に
も
、
こ
れ
は
当
然
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
場
合
、
分
析
対
象
と
さ
れ
る
社
会
的
事
実

　
　
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
奉
仕
さ
れ
る
欲
求
の
帰
属
さ
れ
る
対
象
と
し
て
、
全
体
と
し
て
の
社
会
有
機
体
（
8
「
σ
q
§
早
き
も
。
。
。
芭
）
が
想
定
さ
れ

　
　
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
機
能
が
当
て
が
わ
れ
る
項
移
し
の
分
析
に
先
立
っ
て
概
念
的
に
構
想
さ
れ
、
機
能
的
欲
求
は
、

　
　
全
体
と
し
て
の
社
会
有
機
体
の
総
合
認
識
を
志
向
す
る
総
合
科
学
と
し
て
の
社
会
学
の
認
識
観
点
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ

　
　
そ
の
さ
い
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
観
点
か
ら
社
会
学
を
規
定
し
、
そ
れ
が
社
会
諸
科
学
の
体
系
な
い
し
合
体
で
あ
る
こ
と
も
承
知
さ

　
　
れ
な
が
ら
、
社
会
的
現
実
の
特
定
の
限
ら
れ
た
部
分
に
認
識
関
心
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
モ
ー
ス
な
ど
が
未
開
社
会
に
つ
い
て
行

　
　
な
っ
た
の
と
、
同
程
度
に
は
全
体
認
識
の
問
題
に
専
念
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
し
、
全
体
の
機
能
的
欲
求
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
自
体
は

　
　
必
ず
し
も
実
証
的
観
察
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
　
機
能
要
件
の
概
念
は
、
今
日
で
も
依
然
「
機
能
理
論
に
お
い
て
最
も
曖
昧
で
、
経
験
的
に
最
も
論
議
の
多
い
概
念
の
一
つ
で
あ
る
。
」

　
　
こ
の
こ
と
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
場
合
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
社
会
的
事
実
に
関
す
る
個
別
的
関
心
に
劣
ら
ぬ
く
ら
い
総
合
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
へ
の
志
向
は
強
か
っ
た
し
、
こ
の
点
で
単
な
る
「
部
分
志
向
的
機
能
主
義
者
」
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
機
能
分
析
に
お
い

　
　
て
、
機
能
要
件
（
「
社
会
の
欲
求
」
）
が
社
会
有
機
体
の
「
健
康
な
」
欲
求
と
し
て
明
承
的
に
前
提
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
の
客
観
的

　
　
な
対
応
関
係
の
な
か
に
病
理
的
認
識
の
規
準
を
求
め
よ
う
と
し
た
点
も
特
徴
の
穏
立
っ
た
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
さ
い
強
調
さ
れ
る
「
欲

357
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求
」
は
、
社
会
有
機
体
の
「
健
康
」
に
と
っ
て
「
最
小
限
不
可
欠
な
も
の
」
、
「
そ
れ
な
し
に
は
生
き
て
ゆ
け
な
い
臓
常
の
糧
」
で
あ
る
。

こ
の
観
点
で
は
、
機
能
の
含
意
は
社
会
的
に
何
ら
か
「
有
益
な
結
果
」
を
生
み
出
す
対
応
だ
け
に
限
定
さ
れ
惹
傾
向
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

「
社
会
的
事
実
の
機
能
は
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
祇
会
的
目
的
に
対
し
て
維
持
す
る
関
係
に
お
い
て
常
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
憲
堕
ワ
δ
り
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
対
応
関
係
の
な
か
で
桂
会
体
の
生
命
活
動
に
か
か
わ
り
の
な
い
関
係
や
、
健
康
を
脅
か
す
ほ
ど
に

破
壊
的
な
結
果
を
生
み
出
す
魁
応
に
機
能
の
語
を
当
て
る
こ
と
は
拒
否
さ
れ
る
。
こ
の
方
針
は
、
祉
会
現
象
の
病
理
性
判
断
に
関
す
る
規

準
と
深
い
関
連
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
社
会
構
成
の
分
化
の
過
程
を
論
じ
た
な
か
で
、
社
会
の
生
命
力
を
集
中
さ
せ
る
分

化
を
「
正
常
」
と
し
、
有
機
体
内
部
に
あ
っ
て
そ
れ
を
犠
牲
に
し
て
生
活
す
る
別
個
の
有
機
体
の
形
成
を
病
理
的
現
象
と
み
て
生
物
有
機

体
に
お
け
る
癌
細
胞
に
喩
え
た
の
は
そ
れ
の
明
ら
か
な
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
共
同
態
と
し
て
の
社
会
の
全
体
的
生
命
活
動

を
理
想
と
し
た
彼
の
価
値
関
心
と
も
結
び
つ
き
、
資
本
家
階
級
の
形
成
を
「
解
体
現
象
を
ひ
き
お
こ
す
分
化
」
と
み
る
評
価
的
認
識
と
も

か
か
わ
り
を
も
っ
こ
と
に
な
る
。

　
も
と
よ
り
こ
の
場
合
の
「
欲
求
」
に
し
て
も
、
観
察
主
体
に
よ
っ
て
轡
わ
ば
ア
・
プ
リ
オ
ジ
に
措
定
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ

た
。
　
「
欲
求
」
の
内
容
が
、
そ
れ
の
依
存
す
る
一
つ
の
有
機
体
と
し
て
の
栓
会
の
構
造
台
墨
要
素
の
全
体
的
な
複
合
と
の
関
連
に
お
い
て

説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
場
合
に
も
正
当
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
重
要
な
観
点
を
理
解
す
る
た
め

に
は
、
彼
が
桂
会
の
説
明
に
つ
い
て
依
拠
し
た
有
機
体
モ
デ
ル
の
必
要
な
諸
点
に
つ
い
て
予
め
知
る
こ
と
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
（
1
）
　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
社
会
的
事
実
の
機
能
が
社
会
的
に
有
益
な
諸
結
果
を
生
み
出
す
こ
と
に
あ
る
と
し
た
が
、
そ
れ
が
國
蒔
に
管
領
に
対
し
て

　
　
　
も
役
立
ち
う
る
し
、
事
実
役
立
っ
て
い
る
こ
と
が
直
接
の
存
在
理
由
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
（
2
）
（
3
）
劉
囚
．
竃
①
答
。
ジ
恥
8
駄
ミ
タ
ぎ
。
蔓
§
匙
象
ら
ミ
勲
・
§
婁
・
♪
話
く
●
①
α
‘
回
8
8
勺
．
㎝
も
。
．

　
（
4
）
　
デ
ム
ラ
ス
三
世
は
、
機
能
主
義
の
立
場
に
大
き
く
「
構
造
主
義
偏
と
「
機
能
主
義
偏
の
二
種
が
あ
る
と
し
、
前
者
は
、
そ
の
特
徴
が
分
析
焦
点

　
　
　
を
部
分
に
求
め
全
体
は
一
種
の
背
景
を
な
し
て
い
る
意
味
で
．
、
℃
鑓
慣
。
ユ
①
纂
Φ
俳
．
、
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
全
体
の
構
成
部
分
を
全
体
へ
の
貢

　
　
　
献
に
よ
っ
て
入
玉
す
る
w
．
≦
7
9
①
6
二
①
艮
＆
，
、
な
特
徴
を
も
つ
と
み
た
。
こ
の
対
照
的
な
両
立
場
は
、
マ
ー
ト
ン
と
バ
…
ソ
ン
ズ
の
機
能
主
義
に



よ
っ
て
各
々
代
表
さ
れ
て
い
る
Q
デ
ム
ラ
ス
三
枇
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
後
者
に
属
す
る
も
の
と
し
た
が
、
わ
れ
わ
れ
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
構

造
霊
義
」
岩
と
し
て
の
比
重
の
方
が
高
い
o
O
轡
Z
．
旨
O
の
ヨ
①
鎚
3
縮
㌦
、
ω
春
9
山
o
o
冨
§
儀
ω
嘗
償
0
9
錘
劉
閃
¢
灘
。
瓜
。
審
蔚
ヨ
㍉
、
ヨ
Z
・
轡
○
Φ
ヨ
2
跨
ゲ

顛
讐
儀
力
．
｝
勺
簿
Φ
議
§
”
①
決
．
り
夢
篭
鴨
葺
9
§
鷺
鴇
§
叙
9
ミ
S
ら
、
噸
む
ミ
》
℃
ワ
8
一
一
窯
。
。
．
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往
会
（
生
理
）
現
象
を
個
人
意
識
に
超
越
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
特
異
性
に
よ
っ
て
「
社
会
的
な
も
の
」
の
定
義
を
下
し
た
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
は
、
そ
れ
を
経
済
的
で
あ
る
と
同
時
に
政
治
的
・
宗
教
的
・
道
徳
的
な
生
き
た
全
体
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
金
体

性
に
よ
っ
て
特
微
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
が
ら
、
社
会
の
構
造
に
そ
れ
を
関
連
づ
け
て
説
明
す
る
社
会
学
主
義

の
研
究
方
針
を
掲
げ
た
。
　
「
社
会
的
な
も
の
」
の
内
容
は
「
何
よ
り
も
先
ず
諸
観
念
の
一
全
体
で
あ
る
」
と
み
た
彼
に
と
っ
て
、
社
会
の

素
材
を
な
す
社
会
現
象
は
、
す
べ
て
の
心
理
的
現
象
が
脳
髄
の
状
態
の
闘
接
の
あ
る
い
は
酸
接
の
影
響
を
も
つ
の
と
全
く
問
じ
よ
う
に
、

面
会
の
構
造
に
そ
の
基
礎
を
お
い
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
鮭
会
の
構
造
的
1
1
解
剖
学
的
諸
要
素
は
、
生
物
有
機
体
の
場
合
と
岡
様
に
機
能

的
な
解
答
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
構
造
的
全
体
を
構
成
し
、
そ
の
全
体
が
内
部
的
環
境
（
堅
珍
果
①
彗
①
）
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
。

社
会
現
象
は
、
こ
の
よ
う
な
環
境
に
依
存
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
変
化
す
巻
限
り
、
「
何
ら
か
の
重
要
性
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る
社
会
過
程
の
最

初
の
起
源
は
、
内
部
的
環
境
の
構
成
の
う
ち
に
お
い
て
求
め
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
肉
粛
甲
℃
二
ほ
）
。
そ
の
構
成
は
、
こ
の
よ
う
に

社
会
の
「
基
体
」
と
し
て
特
微
づ
け
ら
れ
る
Q

　
こ
の
場
禽
、
内
部
的
環
境
を
形
成
す
る
諸
要
素
が
馬
匹
に
依
存
し
合
う
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
き
、
数
学
上
の
函
数
と
い
う
意

味
で
の
諸
要
素
問
の
機
鮨
的
な
柑
互
依
存
の
意
味
あ
い
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
Q
ま
た
諸
要
素
の
全
体
と
し
て
の
ま
と

ま
り
が
、
叫
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
　
「
社
会
環
境
に
お
い
て
生
ず
る
諸
変
化
は
、
そ
の
原
因
の

如
何
に
拘
ら
ず
、
社
会
有
機
体
の
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
反
響
し
、
あ
ら
ゆ
る
機
能
に
必
ず
多
少
と
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」

機
能
分
析
の
方
法

一
一
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一
二

（
正
面
サ
置
α
）
。
椎
会
の
構
造
的
諸
要
素
の
糟
互
関
係
の
変
動
は
、
椎
会
現
象
や
機
能
的
な
諸
部
分
の
結
び
つ
き
の
変
動
を
生
み
出
す
決

定
条
件
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
こ
で
強
調
さ
れ
る
。
社
会
体
の
構
造
無
煙
要
素
の
関
係
を
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
と
ら
え
る
こ
の
見
解
は
、

所
与
の
変
動
の
過
程
を
系
統
だ
て
て
首
尾
一
貫
し
て
分
析
し
説
明
す
る
た
め
の
す
ぐ
れ
た
基
礎
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
れ
が
内
部
的
環
境
と
名
づ
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
実
際
に
は
限
定
さ

れ
た
閉
じ
た
体
系
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
内
的
構
成
の
変
化
は
、
そ
れ
の
外
囲
（
6
卿
『
6
二
昌
口
h
¢
o
な
僧
）
、
特
に
囲
照
す
る
外
部
諸
社
会
と
の

間
に
交
わ
さ
れ
る
作
用
お
よ
び
反
作
用
に
依
存
す
る
。
し
か
し
、
外
部
的
環
境
が
社
会
現
象
に
何
ら
か
の
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る

と
し
て
も
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
内
部
的
環
境
の
介
在
に
よ
っ
て
し
か
一
つ
ま
り
当
該
シ
ス
テ
ム
の
統
合
水
準
（
構
造
）
に
関
連
づ

け
ら
れ
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
し
か
一
そ
の
影
響
は
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
（
盗
掘
隣
●
　
で
℃
．
　
一
一
α
一
①
）
。
社
会
現
象
の
起
源
が
先
ず
内
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
）

的
環
境
の
構
成
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
と
し
た
の
も
こ
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
生
物
有
機
体
と
の
類
比
か
ら
出
発
す
る
こ
の
よ
う
な
構
想
を
も
と
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
生
き
た
全
体
と
し
て
の
社
会
が
依
存
す
る

内
部
的
環
境
を
構
成
す
る
諸
部
分
の
合
成
様
式
に
関
し
類
型
化
の
必
要
性
を
提
題
す
る
。
彼
は
「
ホ
ル
ド
」
と
名
づ
け
る
真
正
の
「
社
会

界
の
原
形
質
」
（
℃
藁
。
冨
ω
暮
野
選
＝
①
。
・
。
。
蕊
）
を
「
一
切
の
社
会
類
型
の
淵
源
す
る
二
種
」
と
し
て
先
ず
構
成
し
た
。
こ
の
社
会
的
集

合
は
「
い
か
な
る
確
定
的
な
形
態
を
も
、
ま
た
い
か
な
る
組
織
を
も
も
た
な
い
よ
う
な
絶
対
的
同
質
の
一
つ
の
集
合
し
に
つ
い
て
思
惟
的

に
構
成
さ
れ
た
一
種
の
理
念
型
（
受
篇
譲
蛮
・
一
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
象
と
し
て
具
体
的
に
生
起
す
る
「
不
確
定
な
多
数
の
個
体
に
代
置
す

る
」
た
め
、
そ
れ
ら
の
諸
特
徴
の
な
か
の
特
に
本
質
的
な
諸
特
徴
な
い
し
諸
特
性
を
も
っ
て
分
類
の
基
礎
に
役
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
た
め
に
、
「
こ
の
特
徴
づ
け
に
正
確
に
適
合
す
る
よ
う
な
社
会
は
歴
史
上
存
在
し
な
い
」
（
肉
卿
鴨
・
　
℃
●
　
c
o
ω
）
。
そ
う
し
た
含
意
の
ホ
ル
ド

（
1
1
単
一
環
節
被
会
）
は
類
型
化
の
た
め
の
準
拠
点
に
用
い
ら
れ
、
そ
れ
が
互
い
に
結
び
つ
く
合
成
の
様
式
や
程
度
に
応
じ
て
措
定
さ
れ

る
い
く
つ
か
の
社
会
類
型
が
設
定
さ
れ
る
。
単
純
多
環
節
社
会
、
単
純
合
成
的
多
環
節
社
会
、
二
重
合
成
的
多
環
節
社
会
な
ど
が
そ
れ
で

あ
る
。
各
々
は
社
会
的
諸
現
象
の
依
存
す
る
原
因
や
そ
れ
の
変
化
を
規
定
す
る
社
会
構
造
の
特
有
の
諸
性
格
を
決
定
す
る
う
え
に
役
立
て
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ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
完
全
に
単
純
な
、
す
な
わ
ち
単
一
環
節
社
会
を
基
礎
に
と
り
諸
社
会
の
示
す
合
成
度
に
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら

の
立
会
の
分
類
を
は
じ
め
」
、
互
い
に
異
な
っ
た
群
島
を
歴
史
的
発
展
の
連
鎖
の
な
か
に
関
連
づ
け
る
な
か
で
、
「
原
初
的
諸
環
節
の
完
全

な
融
合
が
生
ず
る
か
ど
う
か
に
応
じ
、
こ
れ
ら
の
部
類
の
内
部
に
異
な
っ
た
諸
変
種
を
区
別
す
る
」
方
法
論
的
規
準
が
提
示
さ
れ
る

（
肉
十
寸
●
℃
■
　
c
o
①
）
。
そ
こ
で
は
、
有
機
体
が
た
だ
一
つ
の
同
じ
解
剖
学
的
単
位
の
種
の
結
合
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
、
生
物

学
に
お
い
て
種
が
存
在
す
る
の
と
同
じ
論
拠
で
、
社
会
種
の
多
様
な
存
在
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
生
物
体
と
社
会
体
に
は
一
つ
の
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
そ
れ
は
前
者
に
お
い
て
は
、
（
「
遺
伝
的
諸
習
性
の
力
砿
と
い
う
）

「
外
部
か
ら
き
て
変
化
を
与
え
よ
う
と
す
る
諸
誘
惑
に
反
抗
し
て
（
尊
話
）
諸
特
徴
を
固
定
し
よ
う
と
す
る
一
つ
の
内
的
力
」
が
あ
る
の

に
対
し
て
、
社
会
体
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
内
部
的
特
旨
が
欠
如
し
て
い
る
」
（
肉
⑱
も
陰
。
。
刈
）
点
で
あ
る
。
「
社
会
の
豆
幹
諸
特
徴
は
、

一
つ
の
世
代
だ
け
し
か
持
続
し
な
い
」
し
、
「
新
た
に
生
じ
た
諸
社
会
は
、
そ
れ
ら
を
生
ぜ
し
め
た
諸
社
会
と
種
を
異
に
す
る
の
が
普
通

で
あ
る
。
」
し
た
が
っ
て
「
社
会
種
を
特
徴
づ
け
る
諸
特
性
（
属
性
）
は
、
環
境
の
影
響
を
受
け
て
無
限
に
変
化
し
着
色
さ
れ
て
い
る
」

（
P
G
。
刈
）
。
複
雑
で
あ
る
程
そ
れ
を
構
成
す
る
部
分
は
種
々
の
結
合
を
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
「
社
会
の
射
的
類
型
は
、
最
も
普
遍
的
か

つ
最
も
単
純
な
諸
特
徴
を
除
け
ば
、
生
物
学
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
な
確
定
的
輪
廓
を
示
さ
な
い
」
の
で
あ
る
（
P
c
。
c
。
）
。

　
デ
ュ
ル
ケ
！
ム
は
、
生
物
学
の
類
似
の
モ
デ
ル
に
拠
っ
て
節
会
の
本
質
的
特
徴
に
関
す
る
「
構
造
」
概
念
を
構
成
し
な
が
ら
、
社
会
と

有
機
体
間
の
基
本
的
差
異
は
、
こ
の
よ
う
に
十
分
に
承
認
し
て
い
た
。
し
か
し
、
社
会
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
生
物
学
か
ら
生
命
現
象
に

関
す
る
豊
か
な
示
唆
を
全
面
的
に
と
り
入
れ
て
い
る
。
社
会
の
解
剖
学
的
事
実
を
構
成
す
る
諸
部
分
の
結
合
の
様
式
－
「
構
造
」
一

を
、
静
態
的
に
で
は
な
く
動
態
的
に
、
“
生
き
た
ま
ま
”
と
ら
え
よ
う
と
す
る
観
点
な
ど
が
、
そ
れ
の
目
立
っ
た
例
証
で
あ
る
。
社
会
構

造
の
類
型
を
設
定
し
分
類
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
社
会
学
の
特
殊
部
門
と
し
て
、
彼
は
社
会
形
態
学
を
設
定
し
、
対
象
の
構
造
論
的
な

取
り
扱
い
に
よ
っ
て
、
コ
ン
ト
の
社
会
動
学
に
代
表
さ
れ
る
文
化
の
一
元
的
進
化
論
に
対
す
る
批
判
論
拠
と
し
た
。
そ
う
し
て
、
社
会
種

の
分
類
方
法
に
よ
っ
て
、
諸
社
会
を
文
明
の
状
態
に
応
じ
分
類
す
る
歴
史
的
段
階
方
法
に
代
わ
る
社
会
学
的
分
類
の
基
礎
と
す
べ
き
こ
と

機
能
分
析
の
方
法

二
二
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一
四

を
提
唱
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
も
す
で
に
論
じ
た
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
構
造
論
約
方
法
は
、

周
知
の
よ
う
に
、
対
象
を
全
体
的
統
合
の
な
か
で
と
ら
え
る
機
能
主
義
の
立
．
場
と
し
て
、
ラ
ド
ク
リ
フ
ー
ー
ブ
ラ
ウ
ン
や
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー

な
ど
に
よ
っ
て
受
け
つ
が
れ
大
い
に
発
展
を
み
た
。
だ
が
彼
ら
は
デ
ュ
ル
ケ
1
ム
か
ら
深
い
示
唆
を
得
な
が
ら
、
機
能
分
析
と
不
可
分
に

結
び
つ
い
て
い
た
歴
史
的
方
法
の
放
棄
と
い
う
致
命
的
な
難
点
を
引
き
受
け
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
全
体
を
生
き

た
ま
ま
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
視
点
を
同
時
に
復
活
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
社
会
形
態
学
が
純
粋
に
静
態
的
な
科
学
で
は
な
く
、
動
態
的
な
科
学
で
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
を
う
な
が
し
た
一
論
文
の
な

か
で
、
デ
ユ
ル
ケ
ー
ム
は
構
造
の
特
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
構
造
に
関
す
る
諸
現
象
は
、
機
能
的
な
諸
現
象
よ
り
も

よ
り
多
く
固
定
的
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
種
の
事
実
の
間
に
は
程
度
の
心
違
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
構
造
そ
の

も
の
は
生
成
（
是
く
2
ε
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
生
成
の
過
程
を
閑
却
さ
れ
な
い
と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
の
み
明
確
に

さ
れ
る
。
構
造
は
間
断
な
く
形
成
せ
し
め
ら
れ
変
形
せ
し
め
ら
れ
る
。
細
造
は
あ
る
程
度
の
醐
定
化
に
到
達
し
た
生
命
で
あ
る
。
し
か
し

構
造
を
そ
れ
が
由
来
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
惹
起
す
る
と
こ
ろ
の
生
命
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
、
分
離
す
べ
き
で
な
い
も
の
を
分
離
す
る

　
　
　
　
（
2
）

の
に
等
し
い
。
」

（
1
）
　
環
境
に
お
け
る
変
化
と
、
そ
れ
へ
の
対
応
関
係
に
結
び
つ
け
て
、
特
定
シ
ス
テ
ム
の
内
部
的
緊
張
や
変
化
を
考
え
よ
う
と
す
る
複
数
系
モ
デ
ル

　
分
析
に
つ
ら
な
る
こ
の
観
点
が
、
現
実
の
往
会
の
動
態
分
析
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
鋭
く
み
ぬ
き
な
が
ら
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
自
ら
の
研
究

　
　
の
な
か
で
そ
れ
を
十
分
に
役
立
て
て
い
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。
今
露
の
機
能
分
析
に
お
い
て
、
こ
の
観
点
は
、
限
定
的
な
…
連
の
分
析
的
諸
変
数

　
　
の
相
互
依
存
の
関
係
を
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
特
徴
づ
け
、
そ
れ
の
存
続
と
変
動
の
過
程
を
環
境
（
外
部
シ
ス
テ
ム
）
に
属
す
る
諸
変
数
の
変

　
　
化
に
関
連
づ
け
て
と
ら
え
る
相
互
連
関
の
シ
ス
テ
ム
ズ
分
析
の
方
法
を
厳
密
化
す
る
試
み
の
な
か
で
一
段
と
有
効
性
が
証
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
O
｛
．

　
　
ρ
ρ
頃
。
ヨ
餌
器
’
↓
、
罵
ミ
ミ
§
N
O
、
ミ
》
δ
q
9

（
2
）
瞥
一
）
巨
当
量
、
．
写
。
・
。
量
。
σ
・
冨
・
；
書
胤
§
・
ぎ
・
塁
姦
甚
ρ
”
”
亀
§
・
》
■
9
農
9
9
§
貯
§
ミ
婁
こ
§
尽
・
鑑
ま
G
。
も

　
　
H
⑩
9
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社
会
の
構
造
を
生
成
の
過
程
に
お
い
て
見
出
す
と
い
う
動
態
的
な
観
察
観
点
か
ら
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
方
法
論
的
規
準
を
奪
き
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
　
「
平
常
的
と
病
理
的
と
の
区
別
に
関
す
る
規
準
」
も
、
そ
う
し
た
な
か
の
重
要
な
帰
結
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、

社
会
有
機
体
の
諸
現
象
が
本
質
的
に
は
そ
れ
自
体
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
、
場
合
に
応
じ
て
種
々
の
異
な
っ
た
形
態
を
と
り
う
る
こ
と
に
予

め
注
意
を
う
な
が
し
た
（
』
～
卸
晦
●
℃
．
総
門
）
後
、
そ
れ
ら
の
諸
表
現
が
種
の
全
範
囲
に
亙
り
普
遍
的
・
…
般
的
な
も
の
を
も
っ
て
平
常
的
・
正

常
的
現
象
と
す
る
こ
と
を
先
ず
提
言
す
る
。
こ
の
主
張
は
、
対
象
を
そ
れ
を
表
現
す
る
外
的
指
標
を
通
し
て
観
察
す
る
と
い
う
実
証
主
義

の
基
本
要
請
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
観
察
に
よ
っ
て
先
ず
定
立
さ
れ
た
特
定
現
象
が
、
も
し
一
般
的
・
普
遍
的

特
徴
を
示
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
決
定
し
発
現
さ
せ
る
諸
条
件
に
結
び
つ
け
て
、
そ
れ
の
一
般
性
の
説
明
を
行
な
う
こ
と
が
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
い
。
け
だ
し
「
現
象
の
平
常
性
は
、
た
だ
そ
れ
が
考
察
さ
れ
る
種
の
存
在
の
諸
条
件
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
あ

る
い
は
こ
れ
ら
の
諸
条
件
の
一
つ
の
機
械
的
に
必
然
的
な
結
果
と
し
て
、
あ
る
い
は
諸
有
機
体
を
こ
れ
ら
の
諸
条
件
に
適
応
さ
せ
る
一
つ

の
手
段
と
し
て
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
か
ら
で
あ
る
（
や
8
）
。
し
か
し
、
社
会
諸
条
件
を
動
態
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
と
ぎ
、
普
遍
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

な
観
察
事
実
は
、
そ
れ
を
発
現
さ
せ
た
譲
条
件
と
つ
ね
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
あ
る
七
会
現
象
が
特
定
種

の
全
域
に
亙
っ
て
普
遍
的
に
観
察
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
普
遍
性
が
決
定
さ
れ
、
そ
れ
を
発
現
さ
せ
た
条
件
が
過
去
の
も
の
で
あ
り
、

新
た
に
出
現
し
た
現
実
の
諸
条
件
に
結
び
つ
か
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
普
遍
性
は
外
見
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
“
虚
偽
の
貼
札
”
で
し
か

な
い
と
す
る
判
断
に
導
か
れ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
新
た
な
条
件
に
適
う
社
会
の
欲
求
に
十
分
対
応
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
は

異
常
的
で
あ
る
と
考
え
、
こ
こ
に
病
理
性
を
正
常
性
か
ら
区
別
す
る
実
質
的
規
準
を
み
た
。

　
生
き
た
全
体
と
し
て
の
粒
会
や
そ
れ
の
構
造
を
、
時
間
的
系
列
の
流
れ
の
な
か
に
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
す
れ
ば
、
．
社
会
有

機
体
の
欲
求
も
、
そ
れ
の
内
容
は
歴
史
的
発
展
過
程
の
な
か
で
考
察
さ
れ
る
被
会
の
特
殊
購
造
に
共
通
な
諸
特
徴
に
結
び
つ
け
て
説
明
さ

機
能
分
析
の
方
法

五
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れ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
制
度
の
機
能
も
、
瞬
与
の
「
社
会
環
境
の
存
在
す
る
状
態
」
と
の
関
係
に
よ
っ
て
し
か
決
定
さ
れ

な
い
。
そ
れ
の
現
実
が
複
雑
・
多
様
で
あ
る
よ
う
に
機
能
の
判
定
も
単
純
で
は
な
い
σ
こ
れ
は
、
多
様
な
社
会
種
の
存
在
を
無
視
し
、

「
人
類
」
の
み
を
現
実
の
存
在
者
と
み
る
こ
と
か
ら
聖
岳
進
化
を
こ
の
普
遍
的
な
も
の
の
進
化
と
同
一
視
し
た
コ
ン
ト
が
、
結
局
は
機
能

の
判
定
規
準
を
一
つ
し
か
導
き
出
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
的
見
解
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
社
会
体
の
機
能
的
欲

求
（
要
件
）
は
、
そ
の
社
会
の
共
通
の
動
態
的
な
構
造
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
鍵
で
あ
る
。

　
各
部
分
が
相
互
に
依
存
し
合
う
社
会
有
機
体
を
自
己
適
応
的
反
応
の
体
系
と
し
て
と
ら
え
た
デ
ェ
ル
ケ
ー
ム
は
、
そ
れ
が
そ
の
全
体
性

に
お
い
て
環
境
の
な
か
に
自
ら
を
維
持
す
る
一
つ
の
社
会
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
こ
の
こ
と
は
自
己
の
反
応
を
有
機
的
に
設

定
す
る
有
機
体
と
の
類
比
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
た
。
社
会
有
機
体
は
、
何
よ
り
も
先
ず
「
外
部
か
ら
攻
撃
し
て
く
る
破
壊
的
原
因
に
対

し
て
身
を
守
る
器
官
と
機
能
の
一
体
系
で
あ
る
。
」
そ
れ
は
恰
も
外
部
環
境
か
ら
く
る
刺
戟
に
適
応
し
て
反
応
す
る
の
を
全
生
命
と
す
る

一
つ
の
生
活
体
に
た
と
え
ら
れ
る
。
現
実
に
、
こ
う
し
た
社
会
防
衛
の
機
能
を
に
な
う
も
の
は
軍
隊
で
あ
る
。
産
業
は
生
活
体
の
養
育
に

当
り
、
家
族
は
そ
れ
ら
の
再
生
と
持
続
を
確
保
す
る
機
能
を
果
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
社
会
は
均
衡
を
保
持
す
る
こ
と
と
、
周
囲
の
諸
条

件
に
適
応
さ
せ
る
機
能
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
法
、
道
徳
、
宗
教
の
社
会
的
役
割
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
被
会
の
「
三
大
規

制
機
能
」
で
あ
っ
て
、
絹
互
の
区
別
は
明
確
に
し
う
る
に
し
て
も
明
ら
か
に
親
縁
関
係
が
あ
る
。
国
家
は
、
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
規
綱
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

機
能
を
果
た
す
器
官
ー
マ
ー
ト
ソ
に
お
け
る
機
能
分
析
の
鍵
概
念
で
い
え
ぽ
「
社
会
機
構
」
1
！
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
生
命
現
象
の
表
現
と
し
て
の
往
会
的
機
能
の
概
念
は
、
初
期
に
は
、
こ
の
よ
う
に
生
物
学
の
発
想
か
ら
と
ら
れ
た
が
、
後
期
の
著
作
で

は
も
っ
と
的
確
な
表
明
を
み
て
い
る
。
最
後
の
著
作
で
あ
る
『
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
』
の
な
か
で
、
社
会
生
活
に
お
け
る
日
常
的
・
非

日
常
的
活
動
i
「
俗
」
と
「
聖
」
一
の
異
質
的
な
両
機
能
の
循
環
に
論
及
し
た
部
分
な
ど
は
特
筆
さ
れ
る
重
要
性
を
も
つ
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
「
欲
求
」
と
は
相
互
依
存
し
て
い
る
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
社
会
シ
ス
テ
ム
が
、
環
境
の
な
か
で
自
己
の
動

的
均
衡
を
維
持
す
る
う
え
で
不
可
欠
的
に
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
問
題
」
に
轡
及
す
る
も
の
で
あ
り
、
ベ
ー
ル
ズ
が
小
集
団
の



　
　
成
員
間
に
行
な
わ
れ
る
相
互
作
用
の
内
容
分
析
を
展
開
す
る
な
か
で
確
か
め
た
と
こ
ろ
の
行
為
体
系
の
四
つ
の
「
体
系
の
問
題
」
や
、
こ

　
　
の
図
式
を
発
展
さ
せ
、
社
会
体
系
の
機
能
的
要
件
と
し
て
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
認
め
た
四
つ
の
基
本
的
範
疇
i
「
適
応
」
・
「
目
標
達
成
」
・

　
　
「
統
合
」
・
「
潜
在
性
」
（
「
類
型
維
持
」
と
「
緊
張
処
理
」
）
…
に
素
朴
な
が
ら
す
で
に
留
意
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
デ

　
　
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
、
分
析
は
あ
る
と
き
は
経
験
的
に
観
察
可
能
な
具
体
的
現
象
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
、
あ
る

　
　
と
き
は
現
象
諸
形
態
の
い
わ
ぽ
か
く
れ
た
本
質
的
諸
特
徴
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
方
法
論
的
区
別
は
必
ず
し
も
明
確
に
さ

　
　
れ
て
い
な
い
う
ら
み
は
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
欲
求
（
要
件
）
は
、
「
社
会
が
そ
れ
を
欠
い
て
は
生
き
て
ゆ
け
な
い
日
常
の
糧
」
で
あ
り
、
「
最
小
限

　
　
不
可
欠
な
も
の
」
で
あ
る
（
導
§
噂
■
置
）
。
ま
た
、
そ
れ
は
「
社
会
そ
の
も
の
の
存
続
条
件
と
し
て
社
会
構
造
の
本
質
的
特
性
を
決
定
す

　
　
る
も
の
」
で
も
あ
る
（
O
．
G
。
㎝
）
。
社
会
を
常
に
生
成
に
お
い
て
認
め
よ
う
と
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
諸
欲
求
が
「
本
質
的
に
そ
れ
自
体
に

　
　
留
ま
り
つ
つ
、
そ
れ
の
表
現
内
容
は
、
場
合
に
応
じ
て
種
々
の
異
な
っ
た
形
態
を
と
り
う
る
」
も
の
で
あ
り
（
沁
軸
恥
。
　
で
●
q
α
）
、
歴
史
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
与
え
ら
れ
た
社
会
国
造
の
変
化
す
る
存
在
条
件
に
結
び
つ
け
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
社
会

　
　
の
構
造
変
動
に
伴
う
社
会
的
欲
求
の
重
要
性
の
歴
史
的
変
化
に
論
及
し
、
か
つ
て
は
首
位
を
占
め
た
軍
事
機
能
が
産
業
機
能
に
と
っ
て
代

　
　
わ
る
変
化
を
サ
ン
・
シ
モ
ン
や
ス
ペ
ン
サ
ー
の
軍
華
型
節
会
か
ら
産
業
型
社
会
へ
の
図
式
の
示
唆
に
よ
っ
て
承
認
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
体
を
諸
機
能
の
全
体
的
性
格
で
特
微
づ
け
よ
う
と
し
た
デ
ェ
ル
ケ
ー
ム
は
、
「
諸
機
能
は
網
互
に
調
節
し
合
う

　
　
と
い
う
条
件
に
お
い
て
の
み
、
す
な
わ
ち
あ
る
限
界
内
に
お
い
て
相
互
に
抑
綱
し
合
う
と
い
う
条
件
に
お
い
て
の
み
墨
形
的
に
発
展
し
う

　
　
る
」
と
い
う
思
想
を
さ
ら
に
堅
持
し
て
い
た
（
b
蛍
ワ
ト
。
δ
）
。
各
機
能
は
正
常
に
は
た
ら
か
な
い
と
、
社
会
全
体
が
そ
の
影
響
を
受
け
る

　
　
で
あ
ろ
う
し
、
反
対
に
役
会
的
健
康
の
一
般
的
状
態
は
、
各
機
能
に
影
響
を
与
え
る
（
Ω
●
緯
象
ら
ミ
㌧
§
♪
お
ト
。
。
。
脅
℃
・
認
）
。
彼
は
道
徳
が
表

　
　
現
し
て
い
る
も
の
を
も
っ
て
社
会
の
最
も
基
本
的
な
存
在
条
件
で
あ
る
と
み
な
し
I
l
連
帯
主
義
の
思
想
に
拠
っ
て
1
経
済
機
能
に
対

　
　
す
る
道
徳
の
規
制
機
能
の
な
か
に
前
者
の
ア
ナ
ル
シ
ー
傾
向
を
抑
制
す
る
効
果
を
期
待
し
た
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
「
道
徳
が
経
済
そ
の

437　
　
　
　
　
　
機
能
分
析
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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他
の
機
能
を
過
度
に
鰯
導
す
る
と
き
は
、
必
ず
そ
れ
ら
を
麻
痺
さ
せ
る
」
（
重
鎖
や
ト
・
困
G
。
）
で
あ
ろ
う
こ
と
を
危
惧
し
、
「
道
徳
過
剰
」
が

も
た
ら
す
逆
機
能
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
。
　
「
適
度
で
あ
る
場
合
が
健
全
で
あ
る
砿
と
い
う
命
題
こ
そ
彼
の
恩
想
の
中
核
を
な
す
も
の
で

あ
っ
た
（
。
臨
．
や
睡
り
）
。

　
（
1
）
　
こ
の
考
え
自
体
は
、
機
能
の
当
て
が
わ
れ
る
項
目
と
、
そ
れ
が
対
応
す
る
は
ず
の
全
体
と
し
て
の
社
会
の
欲
求
と
が
別
個
に
変
化
す
る
変
数
で

　
　
　
あ
る
と
い
う
、
機
能
分
析
に
と
っ
て
重
要
な
観
点
と
も
結
び
つ
き
を
も
っ
こ
と
に
な
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
生
物
学
か
ら
の
比
喩
に
よ
り
、
器

　
　
　
宮
は
三
一
の
状
態
に
留
ま
り
つ
つ
、
機
能
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
、
か
つ
て
何
か
の
機
能
を
果
し
て
い
た
の
に
そ
う
で
は
な
く

　
　
　
な
り
、
「
何
の
役
に
立
つ
こ
と
も
な
し
に
存
続
す
る
」
と
い
う
「
残
存
物
」
（
o
o
⊆
噌
く
一
く
鋤
嵩
O
①
）
に
つ
い
て
の
含
意
を
確
か
め
た
（
沁
雪
煙
●
℃
「
Φ
目
）
o
実

　
　
　
証
科
学
の
見
地
で
は
、
「
何
ら
役
立
た
な
く
と
も
、
た
だ
そ
れ
が
存
在
の
性
質
中
に
当
然
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
す
で
に
平
常
的
で
あ
る
」

　
　
　
（
℃
●
＄
）
。

　
（
2
）
け
u
震
鎮
Φ
冒
》
、
．
淵
・
含
翁
号
。
・
。
歪
8
・
・
。
一
。
・
珂
、
肉
§
ミ
き
§
・
愚
ミ
Q
ミ
讐
↓
§
①
×
馨
し
。
。
。
。
9
箸
尋
勲
i
c
。
9

　
（
3
）
　
デ
ュ
ル
ケ
…
ム
は
、
社
会
の
異
な
る
主
要
な
機
能
的
欲
求
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自
律
性
を
も
っ
た
社
会
の
下
位
体
系
を
区
別
し
て
い
る

　
　
　
が
、
各
下
位
体
系
梢
互
の
全
体
と
し
て
の
関
連
に
関
す
る
思
考
の
不
十
分
さ
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、

　
　
　
歴
史
的
全
体
と
し
て
の
そ
れ
ら
相
互
の
関
連
を
別
段
難
題
に
し
な
か
っ
た
し
、
諸
領
域
の
構
造
的
統
含
に
つ
い
て
の
関
心
も
乏
し
か
っ
た
。
し
か

　
　
　
し
、
社
会
を
一
つ
の
生
き
た
有
機
体
と
し
て
問
題
に
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
か
ら
、
先
ず
各
領
域
を
切
り
離
し
て
考
え
て
、
次
に
そ
れ
ら
の
関
連

　
　
　
を
み
る
と
い
う
思
考
の
欠
陥
は
免
か
れ
て
い
る
。
敏
会
学
の
性
格
規
定
で
社
会
の
諸
機
能
に
隣
す
る
諸
科
学
の
社
会
学
化
の
必
要
を
強
調
し
た
理

　
　
　
由
も
、
さ
ら
に
又
社
会
を
道
徳
生
活
の
焦
点
と
み
た
こ
と
も
共
に
社
会
を
全
体
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
考
え
に
つ
ら
な
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ

　
　
　
う
。

山ノ＼

　
「
は
た
ら
き
」
と
し
て
の
諸
機
能
は
分
析
的
に
区
別
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
総
会
は
諸
機
能
や
諸
器
官
の
単
な

る
「
寄
木
細
工
」
で
は
な
い
以
上
、
そ
の
す
べ
て
は
生
き
た
全
体
の
う
ち
に
と
ら
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
社
会



　
　
の
基
本
状
態
に
関
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
れ
ぽ
、
社
会
を
た
だ
「
い
く
つ
が
の
生
活
機
能
を
閉
的
と
し
た
有
機
体
」
と

　
　
理
解
す
る
だ
け
で
は
内
実
を
疑
価
す
る
こ
と
と
な
る
。
「
こ
の
有
機
体
に
は
一
つ
の
魂
が
生
き
て
い
る
」
（
象
＆
ト
ミ
㌧
ミ
●
o
．
お
①
）
。
　
～
つ

　
　
の
体
系
と
し
て
の
社
会
体
が
変
動
す
る
基
礎
過
程
を
、
相
互
に
依
存
し
合
う
諸
部
分
の
複
合
が
全
体
と
し
て
環
境
の
な
か
で
っ
く
り
出
す

　
　
動
的
均
衡
の
う
ち
に
見
出
す
と
い
う
体
系
分
析
の
方
法
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
変
動
の
決
定
力
を
全
体
と
し
て
の
体
系
の
生
命
的
要
素
の

　
　
な
か
に
発
見
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
機
能
を
も
つ
諸
部
分
を
分
離
し
て
関
連
を
問
う
一
部
の
機
能
分
析
と
は
区
別
さ
れ
る
デ
ュ
ル
ケ
…
ム
独

　
　
．
自
の
問
題
観
点
で
あ
る
。
彼
は
「
生
命
は
全
体
の
う
ち
に
存
在
し
、
諸
部
分
の
う
ち
に
存
在
し
な
い
」
と
い
う
生
物
学
の
命
題
を
社
会
学

　
　
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
個
の
社
会
を
表
示
す
る
独
自
な
総
合
（
・
・
巻
島
ゆ
ω
Φ
偽
ミ
。
q
§
小
勢
）
が
新
し
い
現
象
を
生
み
、
そ
れ
が
単
独
の

　
　
意
識
内
に
生
ず
る
現
象
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
（
竈
堕
℃
酸
帥
8
号
㌶
悼
。
亀
・
・
や
首
）
。
社
会
の
生
命
そ
れ
自
体
は
土
定
化
・

　
　
結
晶
化
し
う
る
に
し
て
も
、
生
命
は
「
落
ち
る
分
銅
を
押
し
あ
げ
る
た
め
の
努
力
」
（
ベ
ル
グ
ソ
ソ
）
を
も
っ
て
本
質
と
す
る
。
生
成
は

　
　
既
成
の
状
態
の
系
列
で
は
な
く
、
出
来
あ
が
り
つ
つ
あ
る
何
も
の
か
で
あ
り
、
無
限
定
な
も
の
で
あ
る
。
祖
会
学
は
、
生
成
の
な
か
で
継

　
　
続
的
な
状
態
を
固
定
化
す
る
こ
と
に
よ
り
社
会
的
生
命
の
本
質
的
要
素
を
表
示
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
社
会
現
象
を
「
も
の
」
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
方
針
と
し
た
た
め
に
か
た
く
な
に
社
会
実
在
論
を
説
く
も
の
と

　
　
す
る
誤
解
を
生
じ
た
が
、
自
ら
は
何
よ
り
も
社
会
を
活
動
性
に
お
い
て
と
ら
え
た
。
さ
ら
に
「
社
会
的
環
境
が
ま
す
ま
す
複
雑
化
し
、
ま

　
　
す
ま
す
可
動
的
に
な
る
に
つ
れ
て
、
既
成
の
伝
統
や
信
仰
は
そ
れ
だ
け
一
撃
し
な
や
か
な
何
も
の
か
を
身
に
つ
け
、
そ
し
て
反
省
能
力
が

　
　
発
達
す
る
」
こ
と
を
強
く
要
請
し
た
。
　
「
ま
さ
に
こ
の
能
力
こ
そ
は
、
よ
り
可
能
的
で
よ
り
複
雑
な
環
境
に
適
癒
す
る
た
め
に
、
社
会
お

　
　
よ
び
獺
人
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
」
（
憲
畷
も
・
8
）
。

　
　
　
犯
罪
の
機
能
分
析
に
お
い
て
、
こ
の
現
象
を
正
常
的
と
す
る
有
名
な
主
張
が
導
き
出
さ
れ
る
の
も
全
く
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
た
め

　
　
で
あ
っ
た
。
犯
罪
を
正
常
（
常
態
）
社
会
学
上
の
諸
現
象
の
な
か
に
分
類
す
る
こ
と
は
、
犯
罪
が
単
に
不
可
避
の
現
象
で
あ
る
ゆ
え
で
は

　
　
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
現
象
が
「
公
共
的
健
康
の
一
要
因
」
で
あ
り
、
「
あ
ら
③
る
健
康
な
祉
会
の
構
成
的
一
部
分
」
を
な
し
て
い
る
と

閥　
　
　
　
　
　
機
能
分
析
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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二
〇

考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
（
沁
軸
喰
響
　
勺
・
　
①
①
）
。
こ
の
一
つ
の
理
由
と
し
て
は
、
集
合
意
識
（
共
同
態
と
し
て
の
被
会
）
の
冒
漬
で
あ
る
犯
罪

が
、
そ
れ
に
対
す
る
復
讐
行
為
と
し
て
の
社
会
の
集
合
的
・
激
情
的
反
動
を
ひ
き
起
こ
し
、
そ
の
反
動
（
社
会
的
綱
裁
）
が
、
社
会
の

「
い
の
ち
」
の
強
度
を
誇
示
し
、
確
認
さ
せ
る
機
能
を
も
つ
こ
と
が
先
ず
あ
げ
ら
れ
る
。
犯
罪
に
は
桂
会
的
凝
集
の
力
を
試
す
機
能
が
あ

る
。
だ
が
一
層
重
要
な
機
能
は
、
所
与
の
確
定
的
な
社
会
的
生
命
の
凝
集
化
に
果
た
す
効
果
と
い
う
よ
り
か
、
反
対
に
共
同
態
が
過
度
に

硬
直
化
・
形
式
化
す
る
こ
と
か
ら
く
る
逆
機
能
を
緩
和
し
、
社
会
に
柔
軟
性
と
生
気
を
吹
き
込
む
機
能
を
も
つ
と
い
う
点
に
あ
る
。
生
成

に
対
し
社
会
は
反
抗
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
信
じ
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
社
会
の
活
力
を
喚
起
す
る
犯
罪
の
積
極
的
な
機
能
の
評
価

に
結
び
つ
け
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
代
表
さ
れ
る
（
非
同
調
の
）
犯
罪
を
例
証
と
し
な
が
ら
、
犯
罪
の
な
か
に
社
会
の
健
康
の
原
基
（
伽
邑
8

（嗣

b
〔
；
螢
馨
①
）
と
し
て
も
つ
一
層
有
益
な
機
能
の
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
　
「
道
徳
意
識
に
必
要
な
変
更
の
途
を
開
き
」
、
集
合
意
識
の
と

る
で
あ
ろ
う
形
態
を
予
め
決
定
す
る
と
い
う
社
会
的
要
求
に
対
応
す
る
犯
罪
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
集
合
意
識
は
、
た
と
え
一
般
的
な
も

の
で
は
あ
っ
て
も
挺
会
の
新
た
な
生
存
条
件
に
応
じ
よ
う
と
す
る
要
求
に
対
応
し
な
い
限
り
、
そ
れ
は
「
虚
偽
の
貼
札
し
で
し
か
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
集
合
意
識
を
冒
漬
す
る
逸
脱
は
、
例
外
的
で
あ
っ
て
も
社
会
の
健
康
の
た
め
に
不
可
欠
の
統
合
的
要
素
で
あ

り
、
有
益
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
機
能
分
析
に
二
つ
の
含
意
が
あ
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
先
ず
「
社
会
現
象
の
機
能
は
少
く
と
も
多
く
の
場

合
、
こ
れ
ら
の
現
象
を
生
じ
た
先
有
原
因
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
」
（
三
軸
ぴ
q
●
　
℃
．
　
㊤
①
）
。
け
だ
し
社
会
有
機
体
の
欲
求
は
、
そ
の
内
に
含
ま

れ
る
何
か
に
及
ぼ
す
並
置
さ
れ
た
諸
要
素
の
全
複
合
の
結
果
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
説
明
は
、
最
後
の
分
析
に
お
い
て
社
会
現
象
の

機
能
が
既
存
の
諸
事
象
の
状
態
に
対
す
る
そ
れ
の
因
果
的
貢
献
で
あ
る
こ
と
を
裏
が
き
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
社
会
有
機
体
の
欲

求
に
関
す
る
説
明
の
な
か
で
、
デ
ェ
ル
ケ
ー
ム
は
既
存
状
態
の
存
続
条
件
だ
け
に
視
点
を
隈
早
し
て
い
な
い
。
こ
の
第
二
の
分
析
視
点
に

お
い
て
、
欲
求
の
内
実
は
そ
れ
が
依
存
す
る
社
会
体
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
不
断
の
生
成
過
程
に
お
い
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

彼
の
欲
求
の
概
念
を
「
桂
会
の
存
続
に
必
要
な
条
件
」
と
い
う
意
味
に
発
展
さ
せ
た
ラ
ド
タ
リ
フ
日
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
機
能
を
社
会
構
造
の



パ
タ
ー
ン
を
維
持
す
る
の
に
果
た
す
貢
献
で
あ
る
と
限
定
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
と
っ
て
社
会
は
、
本
質
的
に
動
態

的
な
性
質
に
お
い
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
生
き
た
全
体
と
し
て
の
社
会
は
、
集
合
的
生
存
の
諸
条
件
に
お
け
る

他
の
諸
変
動
に
並
行
す
る
変
形
の
中
断
の
な
い
一
つ
の
連
続
で
あ
る
と
み
た
彼
は
、
社
会
が
固
定
化
し
た
状
態
が
存
続
す
る
条
件
や
理
由

に
つ
い
て
実
際
に
は
一
度
も
考
慮
を
払
う
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
（
9
．
肉
磯
℃
’
お
。
。
）
。
こ
の
点
は
、
ど
れ
程
類
似
が
あ
ろ
う
と
も
、
彼
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
）

場
を
一
部
の
機
能
主
義
者
の
そ
れ
か
ら
区
別
す
る
重
要
な
点
で
あ
る
。

　
デ
ェ
ル
ケ
ー
ム
の
念
頭
に
あ
っ
た
社
会
体
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
静
態
的
に
統
合
さ
れ
た
安
定
体
系
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
不
断
に
生
成

す
る
動
的
な
体
系
で
あ
っ
た
。
社
会
変
動
を
問
題
に
す
る
う
え
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
体
系
概
念
に
含
意
さ
れ
る
鍵
概
念
は
、
諸
関
係
の
既

成
の
パ
タ
ー
ン
維
持
と
い
う
意
味
で
の
自
己
維
持
（
隆
｛
・
暮
ぎ
§
き
8
（
英
）
）
で
は
な
く
て
、
生
成
・
生
命
過
程
そ
の
も
の
の
存
続
（
需
邑
・
。
・

｛
。
§
（
英
）
）
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
社
会
を
多
少
と
も
自
動
的
な
調
整
に
よ
っ
て
均
衡
の
バ
ラ
ン
ス
を
圓
復
す
る
自
己
均
衡
体
系
と
み

る
傾
向
が
強
く
う
か
が
え
る
点
は
、
調
和
を
重
ん
ず
る
彼
の
思
想
と
も
結
び
つ
き
、
や
は
り
否
み
難
い
特
徴
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
。

　
（
1
）
　
国
興
β
8
．
葺
二
や
日
8
噛

七

　
　
　
生
命
体
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
原
因
と
結
果
の
循
環
命
題
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
社
会
領
域
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
社
会
を
固
定
し

　
　
た
安
定
状
態
と
み
る
観
点
か
ら
は
十
分
に
評
価
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
社
会
の
安
定
を
擁
乱
さ
せ
る
犯
罪
と

　
　
社
会
の
自
動
的
調
整
に
は
た
ら
く
刑
罰
を
例
に
と
っ
て
よ
く
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
刑
罰
を
構
成
す
る
社
会
的
反
作
並
の

　
　
強
さ
は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
傷
け
ら
れ
る
集
合
感
情
の
強
さ
に
墓
賦
す
る
が
、
結
果
と
し
て
の
刑
罰
の
機
能
は
、
そ
れ
を
生
じ
た
先
存
原
因

　
　
で
あ
る
集
合
感
情
を
同
一
強
度
に
お
い
て
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
。
　
「
結
果
は
、
そ
の
原
因
な
し
に
は
存
在
し
え
な
い
が
、
し
か
し
原
因

477　
　
　
　
　
　
機
能
分
析
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
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ニ
ニ

も
ま
た
そ
の
結
果
を
要
求
す
る
。
結
果
が
そ
の
活
力
を
ひ
き
出
す
の
は
原
因
か
ら
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
結
果
は
ま
た
機
会
が
く
れ
ぽ
、
こ

の
活
力
を
原
照
に
か
え
す
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
原
因
が
結
果
の
影
響
を
受
け
な
く
と
も
そ
れ
は
消
滅
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
（
翻
吟

や
8
）
。
「
原
因
が
知
ら
れ
て
い
れ
ぽ
、
た
や
す
く
そ
の
機
能
を
発
見
で
き
る
」
（
℃
●
8
）
。

　
原
義
を
結
果
に
結
び
つ
け
る
連
鎖
に
認
め
ら
れ
る
互
酬
性
（
『
⑦
9
唱
【
o
o
冨
。
）
の
特
徴
は
、
『
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
』
中
儀
礼
の
社
会
酌
機

能
を
論
じ
た
箇
所
で
も
重
ね
て
蓑
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
聖
性
を
獲
得
し
た
ト
ー
テ
ム
の
画
像
（
微
章
）
が
人
々
の
非
日
常
的
な

宗
教
体
験
を
客
観
的
に
意
味
づ
け
、
対
象
化
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
ぽ
か
り
か
、
そ
の
聖
物
が
宗
教
体
験
を
想
起
さ
せ
る
機
能
を
も
っ

こ
と
を
論
じ
な
が
ら
、
垂
物
に
対
す
る
信
者
の
行
為
を
規
定
す
る
行
為
規
則
と
し
て
の
儀
礼
の
機
能
に
言
及
さ
れ
る
。
ト
ー
テ
ム
の
微
章

は
、
宗
教
的
祭
礼
の
た
め
に
人
々
が
集
合
す
る
こ
と
か
ら
生
れ
る
聖
な
る
期
間
に
癌
性
を
獲
得
す
る
。
激
し
い
宗
教
的
興
奮
状
態
に
あ
っ

て
ト
ー
テ
ム
徴
章
は
、
実
証
的
に
検
証
可
能
な
経
験
的
実
在
を
指
示
対
象
と
す
る
記
号
と
い
う
よ
り
か
、
非
経
験
的
な
宗
教
体
験
を
表
示

す
る
象
徴
と
な
る
。
そ
の
巻
物
が
お
び
て
い
る
聖
な
る
特
徴
は
、
こ
の
事
物
の
本
具
的
物
性
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
物
に

ヘ
　
　
　
へ

附
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
非
日
常
的
な
体
験
が
忘
却
さ
れ
る
に
し
た
が
い
三
物
は
臼
常
的
感
覚
で
お
お
わ
れ
た
俗
的

事
物
に
変
質
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
◎
こ
の
変
質
を
阻
止
し
、
聖
物
性
を
獲
得
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
宗
教
儀
礼
の
重
要
な
機
能
が
あ
る
。
儀
礼

の
機
能
は
、
貢
物
が
ト
…
テ
ム
原
理
な
い
し
ト
ー
テ
ム
神
の
外
的
感
覚
的
形
態
で
あ
る
と
同
時
に
、
氏
族
の
よ
う
な
あ
る
社
会
集
団
を
他

の
集
懸
か
ら
識
別
し
同
一
氏
族
の
成
員
性
を
表
示
す
る
象
徴
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
聖
な
る
存
在
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
オ

ン
を
介
し
て
集
団
の
社
会
的
凝
集
力
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
儀
礼
が
墾
な
る
も
の
に
つ
い
て
集
合
的
体
験
を
強
化
す
る
強
さ
（
結
果
）
は
、
儀
礼
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
る
集
合

約
宗
教
経
験
の
強
さ
に
原
困
が
あ
る
。
儀
礼
の
機
能
は
、
そ
れ
と
同
時
に
聖
性
に
つ
い
て
の
強
い
集
否
意
識
（
原
因
）
を
慣
常
的
に
更
新

し
社
会
の
活
力
状
態
を
強
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
「
機
械
酌
」
と
名
づ
け
た
連
帯
の
自
然
的
基
盤
が
く
ず
れ
、
日
常

的
・
俗
的
な
経
済
領
域
の
分
業
体
系
に
よ
る
連
帯
を
基
礎
と
す
る
社
会
が
出
現
を
み
る
と
し
た
と
き
、
そ
の
構
造
変
動
に
関
し
て
因
果
分



　
　
析
を
試
み
た
が
、
儀
礼
に
つ
い
て
は
前
者
の
連
帯
の
も
と
で
抵
会
集
団
が
周
期
的
に
自
己
を
再
確
認
す
る
手
段
と
し
て
は
た
ら
く
循
環
機

　
　
能
を
宗
教
論
で
詳
論
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
社
会
基
盤
の
変
化
と
共
に
巳
常
的
経
験
の
な
か
で
革
命
的
聖
性
を
操
作
す
る
機
能
と

　
　
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
日
常
化
・
形
骸
化
す
る
経
過
な
ど
一
層
わ
れ
わ
れ
の
知
り
た
い
諸
点
に
つ
い
て
は
、
特
に
立
入
っ
た
論
議
を
展
開

　
　
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。

　
　
　
犯
罪
と
そ
れ
に
対
す
る
上
智
制
裁
の
機
能
に
つ
い
て
循
環
命
題
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
デ
ュ
ル

　
　
ケ
ー
ム
は
、
被
会
の
購
造
を
そ
の
内
部
に
特
徴
的
な
逸
脱
へ
の
圧
力
（
例
え
ば
「
自
殺
へ
の
傾
向
」
）
を
不
断
に
生
み
出
し
な
が
ら
、
同

　
　
時
に
そ
う
し
た
逸
脱
傾
向
に
統
舗
を
舶
え
る
か
、
あ
る
い
は
緊
張
処
理
の
機
構
を
発
達
さ
せ
る
経
過
に
つ
い
て
留
意
は
し
て
い
た
よ
う
に

　
　
思
わ
れ
る
。
椎
会
は
、
こ
の
よ
う
な
自
己
防
衛
の
は
た
ら
き
や
機
構
を
内
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
均
衡
の
維
持
が
可
能
と
な
り
、
現

　
　
に
犯
罪
の
よ
う
な
逸
脱
は
、
縫
会
的
制
裁
を
喚
起
し
社
会
の
霞
己
防
衛
力
を
再
確
認
さ
せ
る
機
能
を
も
つ
こ
と
を
論
証
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
犯
罪
の
よ
う
な
現
象
は
、
そ
れ
の
与
え
る
あ
る
結
果
の
ゆ
え
に
「
有
害
」
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
反
対
作
用
（
刑
罰
綱
裁
）
に
よ
っ
て

　
　
規
制
的
に
よ
く
申
和
さ
れ
る
な
ら
ば
、
何
ら
の
害
悪
を
も
生
ず
る
こ
と
な
し
に
「
積
極
的
諸
関
係
を
椎
会
の
い
の
ち
の
基
本
的
諸
条
件
に

　
　
対
し
て
保
持
す
る
こ
と
に
な
る
。
」
け
だ
し
、
犯
罪
は
そ
れ
が
罰
せ
ら
れ
法
的
に
禁
圧
さ
れ
る
と
き
に
の
み
有
用
で
あ
り
、
一
定
の
標
準

　
　
よ
り
の
過
度
な
発
生
は
病
態
的
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
肉
伽
偽
．
℃
．
　
①
①
）
。
犯
罪
の
有
用
性
は
、
社
会
の
秩
序
が
生
成
的
生
命
を
保
つ
う

　
　
え
で
機
能
的
で
あ
る
た
め
と
み
ら
れ
た
に
し
て
も
、
そ
の
行
動
を
産
出
す
る
社
会
構
造
内
の
緊
張
の
源
泉
は
直
接
の
考
察
紺
象
と
は
さ
れ

　
　
　
　
（
1
）

　
　
な
か
っ
た
。

　
　
　
均
衡
論
に
よ
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
機
能
分
析
は
、
正
嶺
に
も
祉
会
に
つ
い
て
の
本
質
的
に
動
態
的
な
性
格
を
認
め
な
が
ら
、
分
析
単
位

　
　
を
社
会
の
全
体
性
に
求
め
る
傾
向
が
強
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
社
会
変
動
を
生
み
出
す
源
泉
を
社
会
内
在
的
な
緊
張
・
矛
盾
の
う
ち
に
認
め

　
　
る
観
点
が
明
確
に
う
ち
畠
さ
れ
な
か
っ
た
。
マ
；
ト
ン
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
ア
ノ
ミ
ー
の
概
念
図
式
に
含
ま
れ
る
重
要
な
諸
要
素
を
析

　
　
出
し
、
諸
要
素
間
の
調
整
関
係
の
破
綻
の
う
ち
に
犯
罪
を
も
含
む
逸
脱
行
動
を
も
た
ら
す
構
造
内
的
緊
張
を
論
じ
、
機
能
分
析
の
理
論
的

497　
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見
地
か
ら
、
そ
の
な
か
に
変
動
や
変
革
を
生
じ
る
根
源
を
求
め
る
粒
会
構
造
論
的
観
点
の
研
究
を
発
展
さ
せ
た
が
、
当
の
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

の
分
析
方
針
に
は
、
そ
れ
は
大
し
て
重
要
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
社
会
学
の
対
象
と
し
た
「
社
会
的
な
も
の
」
の
機
能
や
そ
れ
が
個
人
に
加
え
る
拘
束
の
考
察
に
専
念

す
る
あ
ま
り
、
拘
束
を
受
け
、
か
つ
「
社
会
的
な
も
の
」
の
基
体
を
構
成
す
る
個
人
に
関
し
、
そ
れ
が
他
の
諸
個
人
と
相
互
に
関
係
し
合

う
結
合
態
の
単
位
で
あ
り
、
ま
た
利
害
状
況
の
な
か
で
目
的
手
段
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
か
れ
た
行
為
主
体
で
あ
る
と
す
る
観
点
が
よ
わ

く
、
社
会
構
造
論
的
把
握
に
も
十
分
成
功
し
て
い
な
か
っ
た
事
情
に
主
に
起
因
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
「
社
会
的

な
も
の
」
の
定
義
に
当
り
、
個
人
の
行
為
か
ら
出
発
し
て
そ
れ
に
よ
る
再
構
成
を
は
か
る
個
人
主
義
的
な
方
法
論
を
選
ば
な
か
っ
た
。
共

同
態
を
社
会
的
事
実
と
し
て
の
特
性
に
お
い
て
規
定
し
、
そ
れ
を
考
察
対
象
と
す
る
彼
の
社
会
学
の
特
殊
性
は
、
機
能
分
析
の
場
合
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

そ
の
方
針
を
特
殊
づ
け
る
も
と
を
な
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
（
1
）
　
Ω
家
。
冨
＆
ゆ
、
．
冨
冨
汗
。
び
σ
q
δ
ω
o
o
巨
。
儀
．
閣
鼠
δ
一
）
償
急
募
冒
矯
、
、
涛
題
§
暁
ミ
ミ
蓉
職
§
ミ
恥
籍
8
鳥
o
N
o
o
q
興
亜
p
誘
・
》
〈
巳
口
8
ρ
署
・
嵩
ら
。
一
お
①
．

　
（
2
）
　
デ
ェ
ル
ケ
ー
ム
は
、
現
行
の
も
の
を
新
し
い
生
命
・
精
神
を
も
っ
て
生
気
づ
け
る
必
要
を
説
い
た
が
、
そ
の
た
め
に
「
確
定
し
、
固
定
し
た
」

　
　
　
現
実
態
の
科
学
的
認
識
の
重
要
性
を
既
価
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
反
対
で
あ
る
。
例
え
ば
、
学
校
体
系
を
論
じ
た
な
か
で
岡
体
系
が
確

　
　
　
定
的
・
固
定
的
教
育
制
度
の
全
体
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
機
構
の
内
部
に
あ
っ
て
、
そ
の
機
構
を
加
工
し
ま
た
変
化
を
促
す
と
こ
ろ
の

　
　
　
諸
観
念
と
い
う
二
つ
の
変
数
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
の
ち
、
教
育
学
者
に
対
し
て
、
彼
の
憧
憬
す
る
観
念
や
理
想
の
実
現
を
願

　
　
　
う
余
り
所
与
の
綱
度
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
夢
想
し
、
そ
れ
の
現
実
の
力
に
無
関
心
な
態
度
を
と
る
こ
と
を
い
ま
し
め
て
い
る
（
睾
ミ
職
§

　
　
　
§
旨
禽
亀
潟
蛍
日
紹
b
σ
憤
℃
や
目
盆
一
り
）
。

八

　
機
能
分
析
の
方
法
は
、
デ
ュ
ル
ケ
：
ム
の
研
究
の
い
わ
ば
大
き
な
縦
糸
と
し
て
随
所
に
そ
の
有
効
性
が
証
拠
だ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
の
最
も
独
自
な
も
の
は
、
平
常
的
と
病
理
的
の
区
別
に
関
す
る
規
準
に
関
連
づ
け
て
異
質
的
諸
機
能
（
役
割
）
の
連
関
聾
分
業
体
系
の



可
能
な
表
現
諸
形
態
の
評
価
に
論
及
し
た
『
社
会
的
分
業
論
』
中
の
箇
所
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
陶
書
の
課
題
の
一
つ
は
、
「
社
会
構

造
の
本
質
的
諸
特
性
を
決
定
す
る
し
所
の
「
社
会
の
全
体
的
統
合
」
の
基
本
類
型
と
し
て
、
「
機
械
的
」
・
「
有
機
的
」
と
い
う
二
つ
の
社
会

連
帯
を
構
成
し
、
社
会
の
こ
の
統
合
基
礎
が
前
者
か
ら
後
者
に
進
化
す
る
構
造
変
動
に
つ
い
て
の
函
果
分
析
を
深
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

そ
の
さ
い
の
説
明
原
理
と
し
て
は
社
会
形
態
学
的
諸
事
実
が
選
ば
れ
、
そ
れ
の
変
化
に
基
礎
づ
け
て
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果

に
よ
る
と
、
「
分
業
は
諸
社
会
の
容
積
に
正
比
例
し
て
変
化
す
る
。
し
か
も
分
業
が
社
会
的
発
展
の
過
程
に
お
い
て
継
続
的
に
進
歩
す
る

の
は
、
諸
社
会
が
規
則
正
し
く
よ
り
密
度
を
高
め
、
か
つ
極
め
て
　
般
的
に
容
積
を
増
加
し
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
」
（
黛
§
や
ト
。
凝
）
。

　
『
社
会
的
分
業
論
』
の
課
題
の
第
二
は
、
こ
の
よ
う
な
変
動
過
程
の
な
か
で
新
た
に
そ
の
存
在
が
与
え
ら
れ
た
社
会
構
造
1
「
社
会

体
が
全
体
と
し
て
存
在
す
る
諸
状
態
」
1
の
も
と
で
、
道
徳
的
合
意
の
確
立
と
い
う
社
会
の
基
本
的
要
求
を
満
た
す
可
能
な
分
業
体
系

を
探
索
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
二
の
課
題
に
対
す
る
分
析
の
基
本
形
式
は
、
今
日
の
社
会
学
的
機
能
分
析
の
方
法
論
の
な
か
に
そ

の
ま
ま
生
か
さ
れ
て
い
る
。
特
に
こ
と
わ
ら
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
マ
ー
ト
ン
が
機
能
分
析
の
範
例
中
に
掲
げ
た
間
じ
発
想
方
式
を
、

わ
れ
わ
れ
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
な
か
に
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
問
題
設
定
の
方
法
を
マ
ー
ト
ン
の
用
語
に
よ
っ
て
理
解
す
れ
ば
、

そ
こ
に
は
機
能
分
析
の
重
要
な
鍵
概
念
が
確
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
あ
ら
ゆ
る
機
能
分
析
の
前
提
と
な
る
機
能
的
要
求

（
要
件
）
の
概
念
、
②
要
求
の
具
体
的
な
充
足
様
式
あ
る
い
は
特
定
の
機
能
を
鴬
む
手
段
と
な
る
社
会
機
構
（
ω
。
。
田
面
8
ゲ
飴
霧
邑
、
③
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

れ
ら
の
機
構
が
現
実
に
と
る
形
態
の
可
能
性
や
変
異
範
囲
を
制
限
す
る
構
造
的
脈
絡
、
④
機
能
的
な
等
価
物
な
い
し
選
択
項
目
な
ど
。

　
こ
れ
ら
の
諸
概
念
の
な
か
で
デ
ェ
ル
ケ
ー
ム
の
含
意
と
し
て
最
も
独
自
な
点
は
、
分
析
の
た
め
の
明
示
的
基
礎
と
し
て
措
定
さ
れ
た

「
社
会
的
要
求
」
（
機
能
的
要
求
）
の
内
容
で
あ
っ
た
。
す
で
に
わ
れ
わ
れ
も
知
っ
た
よ
う
に
、
彼
は
、
社
会
の
欲
求
が
基
本
的
な
特
質

を
そ
の
ま
ま
に
保
ち
な
が
ら
、
そ
れ
の
現
実
の
表
現
は
歴
史
的
に
生
起
す
る
社
会
の
特
殊
な
購
造
の
諸
特
質
に
依
存
す
る
こ
と
か
ら
常
に

変
動
す
る
と
考
え
た
。
社
会
的
統
合
要
求
の
内
実
も
、
産
業
に
そ
の
全
基
礎
を
お
ぎ
か
つ
発
達
し
た
分
業
に
基
づ
く
社
会
に
お
け
る
そ
れ

と
、
機
能
の
未
分
化
な
機
械
的
連
帯
を
基
礎
と
す
る
祇
会
に
お
け
る
そ
れ
と
は
自
ず
と
異
な
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、

751
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二
六

道
徳
的
統
舎
と
い
う
欲
求
は
い
く
つ
か
の
ほ
か
に
想
定
さ
れ
る
欲
求
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
デ
ェ
ル
ケ
ー
ム
は
、
こ
の
こ
と
に
重
ね
て
注

意
を
う
な
が
し
な
が
ら
、
現
象
と
し
て
生
起
し
て
い
る
現
存
社
会
の
存
在
条
件
に
対
応
す
る
も
の
の
う
ち
特
に
優
越
し
て
い
る
挺
会
的
欲

求
が
、
生
産
力
の
拡
充
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
。
社
会
の
統
合
欲
求
も
、
経
済
的
侮
値
の
増
殖
と
い
う
産
業
化
の
欲
求
に
従
属

し
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
『
分
業
論
』
は
、
実
証
主
義
の
方
法
に
よ
る
現
実
認
識
の
観
点
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
欲
求
と
の
客
観
的

な
対
応
関
係
で
分
業
の
機
能
を
考
え
る
こ
と
が
一
つ
の
中
心
課
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
事
実
認
識
に
湿
す
る
客
観
的
科
学
へ
の
信
仰
に
強
く
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
自
ら
の
強
い
問
題
関
心

の
満
足
に
積
極
的
に
役
立
た
せ
よ
う
と
し
た
。
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
は
、
彼
の
著
作
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
の
を
発
見
し
て

驚
く
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
生
涯
を
通
じ
て
彼
の
研
究
の
基
調
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
実
在
の
研
究
に
没
頭
し
よ
う
と
思
う
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
実
在
の
改
善
ま
で
あ
ぎ
ら
め
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
探
究
が
単
に
思
弁
的
興
味
の
み
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
蒋
間
の
苦
心
も
そ
の
よ
う
な
も
の
に
注
が
れ
る

だ
け
の
価
値
は
な
い
。
」
「
注
意
深
く
理
論
的
問
題
を
実
践
的
問
題
か
ら
切
り
離
す
の
は
、
後
者
を
無
視
す
る
た
め
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

う
か
こ
れ
を
よ
り
ょ
く
解
決
し
う
る
た
め
で
あ
る
」
（
b
壁
憎
み
h
備
8
紆
ぼ
H
．
伽
琵
ワ
蔭
蝕
×
）
。
現
象
と
し
て
表
現
を
み
て
い
る
諸
事
象
の

批
判
的
認
識
は
、
機
能
分
析
の
方
法
を
独
自
に
駆
便
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
社
会
的
欲
求
の
概
念
内
容
に
関

し
て
歴
然
と
し
て
い
る
。
批
判
的
認
識
の
文
脈
で
社
会
の
欲
求
と
し
て
措
定
さ
れ
た
道
徳
的
統
合
は
、
生
産
力
の
拡
充
と
い
う
社
会
の
第

一
次
的
欲
求
に
従
属
し
た
飯
値
表
現
で
あ
る
「
幸
福
の
崇
拝
」
に
よ
る
拘
束
の
結
果
、
人
々
の
問
に
失
わ
れ
た
桂
会
的
合
意
の
基
礎
を
確

立
し
よ
う
と
す
る
願
望
－
問
題
関
心
に
よ
っ
て
強
く
導
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
桂
会
の
欲
求
、
は
、
明
ら
か
に
翠
蓋
的
中
味
を
も
つ
概
念
で

あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
評
価
的
欲
求
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
現
実
の
社
会
形
態
学
的
諸
条
件
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
望
ま
れ
た

欲
求
充
足
に
機
能
的
な
よ
う
に
現
実
の
機
構
を
変
革
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
分
業
体
系
が
社
会
の
満
徳
的
合
意
の
「
面
体
」
と
し
て



　
　
統
合
機
能
を
果
た
す
た
め
に
は
、
そ
の
体
系
の
統
合
基
盤
が
何
よ
り
も
先
ず
参
与
者
の
相
互
の
自
生
的
合
意
に
よ
る
も
の
と
な
ら
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
な
い
。
デ
諏
ル
ケ
！
ム
は
、
こ
れ
の
実
現
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
必
要
な
諸
条
件
を
あ
げ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
構
想
さ
れ

　
　
る
分
業
体
系
は
、
今
後
生
み
出
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
現
実
に
は
表
現
を
み
て
い
な
い
。
理
想
的
効
果
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
る
こ
の
社
会

　
　
機
構
は
、
突
現
さ
れ
て
い
る
分
業
体
系
に
と
っ
て
代
わ
る
べ
き
機
能
的
等
価
物
と
し
て
提
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、

　
　
新
た
に
与
え
ら
れ
た
社
会
の
存
在
条
件
（
「
構
造
的
脈
絡
」
）
の
な
か
で
実
現
可
能
な
い
く
つ
か
の
分
業
形
態
を
あ
げ
た
が
、
そ
の
な
か
で

　
　
彼
が
有
機
的
・
積
極
的
分
業
と
よ
ぶ
充
足
様
式
こ
そ
が
正
常
な
形
態
で
あ
る
こ
と
を
確
々
し
た
。
分
業
形
態
の
可
能
な
そ
れ
ぞ
れ
は
、
赴

　
　
会
連
帯
…
道
徳
的
統
合
と
い
う
社
会
的
欲
求
を
充
た
す
社
会
機
構
と
し
て
の
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
。
そ
の
さ
い
、
社
会
の
生
命
出
力
を

　
　
集
中
さ
せ
る
分
化
と
し
て
あ
ら
わ
れ
な
い
逆
機
能
一
二
形
態
一
「
強
制
的
分
業
」
・
「
ア
ノ
ミ
ー
的
分
業
」
な
ど
…
は
、
病
理
的
形
態

　
　
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
正
常
的
と
病
理
的
と
の
判
断
規
準
は
、
明
ら
か
に
事
実
認
識
の
観
点
で
は
な
く
批
判
的
認
識
の
観
点
に
よ
っ
て
選

　
　
ぼ
れ
て
い
る
Q
前
渚
の
観
点
に
お
い
て
正
常
な
も
の
は
、
，
特
定
の
社
会
種
の
全
範
囲
に
一
般
的
な
も
の
、
最
頻
的
な
特
性
を
も
つ
も
の
で

　
　
あ
り
、
病
理
的
な
も
の
は
例
外
的
な
も
の
と
な
ろ
う
。
し
か
し
批
判
的
認
識
に
よ
っ
て
評
貢
す
る
と
き
は
、
特
定
の
社
会
構
造
類
型
に
平

　
　
均
的
・
一
般
的
な
も
の
は
必
ず
し
も
正
常
で
は
な
い
。
い
か
に
も
こ
の
観
魚
で
有
機
的
連
帯
が
正
常
と
い
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
例
外
的

　
　
な
も
の
あ
る
い
は
理
想
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
だ
け
で
未
だ
一
般
に
実
現
を
み
る
に
到
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
強
鋼
的
・
ア
ノ
ミ
ー
的

　
　
両
分
業
体
系
は
、
普
遍
的
・
一
般
的
な
表
現
形
態
で
あ
る
が
、
社
会
の
統
合
・
連
帯
要
件
に
正
常
に
対
応
し
な
い
限
り
病
理
的
な
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
Q

　
　
　
評
価
的
な
い
し
実
践
的
と
も
い
え
る
こ
の
機
能
分
析
の
方
法
が
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
も
欝
及
し
た
犯
罪
の
病
理
学
的
診
断
に
用
い
ら
れ

　
　
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
再
度
確
か
め
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
い
わ
ゆ
る
実
証
主
義
に
よ
る
判
断
の
み
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
自
己
防
衛
す

　
　
る
と
こ
ろ
の
、
あ
る
い
は
自
己
防
衛
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
社
会
は
、
所
与
の
概
存
の
社
会
で
あ
る
。
し
か
し
、
再
会
的
健
康
を
構
成
す
る
一

　
　
部
分
と
し
て
犯
罪
を
説
明
す
る
な
か
で
、
特
に
蜂
起
調
が
例
に
あ
げ
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
閥
接
に
有
用
（
1
1
機
能
的
）
な
社
会
は
、
現

537　
　
　
　
　
　
機
能
分
析
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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二
八

存
の
そ
れ
で
は
な
く
将
来
に
お
い
て
か
つ
そ
の
発
達
の
全
体
性
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
社
会
で
あ
る
。
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
正
当
性
が
問

わ
れ
た
所
与
の
社
会
に
最
頻
的
な
諸
特
微
は
、
病
理
的
形
態
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
（
非
同
調
の
）
犯
罪
は
、
将
来
の
理
想
的
社
会
の
胚

盤
が
そ
れ
を
圧
し
つ
ぶ
す
過
度
の
統
舗
主
義
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
、
既
存
の
社
会
に
対
す
る
人
々
の
憤
怒
を
惹
き
つ
け
さ
せ
る
機
能
を

も
つ
点
で
極
め
て
「
正
常
的
な
」
、
ま
た
有
用
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
犯
罪
は
そ
の
行
為
者
の
主
観
的
動
機
・
意
図
と
は
無
関
係
に
、

観
察
者
の
価
値
関
心
（
H
「
社
会
的
欲
求
」
と
し
て
措
定
）
に
対
す
る
対
応
の
評
価
に
基
づ
い
て
病
理
性
の
識
別
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
規

定
で
は
、
病
理
性
の
規
準
は
統
計
的
平
均
の
な
か
に
は
お
か
れ
な
い
。
明
ら
か
に
そ
れ
と
は
別
の
、
理
想
的
な
、
し
た
が
っ
て
現
象
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

は
し
ぼ
し
ば
例
外
的
な
も
の
の
な
か
に
お
か
れ
て
い
る
Q

（
1
）
　
ζ
①
篇
。
二
8
．
。
圃
f
署
．
α
O
一
罐
．

（
2
）
　
ふ
つ
う
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
学
と
い
う
科
学
は
、
十
九
世
紀
末
の
資
本
主
義
の
発
展
か
ら
生
じ
る
社
会
領
域
で
の
諸
結
果
や
諸
状
況
に
あ

　
　
る
種
の
社
会
的
規
湖
を
加
え
よ
う
と
す
る
動
き
と
軌
を
岡
じ
く
し
て
出
現
し
た
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
そ
の
規
制
を
道
徳
的
連
帯
の
確
立
に
ょ
っ

　
　
て
は
か
ろ
う
と
し
た
最
も
す
ぐ
れ
た
代
表
者
で
あ
る
が
、
道
徳
的
共
同
態
の
再
建
の
た
め
の
基
礎
は
、
何
に
も
ま
し
て
科
学
と
し
て
の
社
会
学
に

　
　
求
め
ら
れ
た
。
彼
の
こ
の
方
針
に
と
っ
て
、
機
能
分
析
の
方
法
は
極
め
て
適
合
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
3
）
　
ρ
じ
ご
。
霊
σ
q
す
O
ま
”
§
－
融
Q
§
貯
8
ら
ミ
。
曳
Q
邸
お
N
ピ
署
．
置
b
。
－
G
。
。

（
4
）
　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
病
理
性
規
定
に
必
要
と
し
た
「
社
会
類
型
」
に
、
二
種
の
意
味
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
れ
の
第
一
は
、
純
粋
に
理

　
　
念
的
に
抽
串
さ
れ
た
客
観
下
構
成
物
で
あ
る
。
こ
れ
が
経
験
的
実
在
と
の
即
応
に
お
い
て
構
成
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
第
二
の
も
の
は
、
　
～
定

　
　
の
髄
値
観
点
に
よ
っ
て
構
成
を
み
た
評
価
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
よ
る
犯
罪
の
評
頷
は
、
価
値
判
断
に
基
づ
き
構
成
さ
れ
た
一
定

　
　
の
社
会
種
の
欲
求
と
の
対
応
関
係
に
お
い
て
機
能
的
で
あ
る
限
り
、
祇
会
の
「
健
康
の
原
基
偏
と
し
て
も
つ
有
用
性
が
確
か
め
ら
れ
る
Q
し
か
し

　
　
な
が
ら
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
と
っ
て
は
、
犯
罪
を
正
常
現
象
と
す
る
評
傾
は
、
そ
れ
の
頻
度
が
各
社
会
の
固
有
に
も
つ
一
定
の
犯
罪
比
率
を
超
え
な

　
　
い
限
度
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
超
過
し
た
場
合
は
病
態
的
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
点
に
論
及
さ
れ
た
松
下
氏
は
、
デ
ュ
ル
ケ

　
　
ー
ム
の
価
値
規
準
が
具
体
的
に
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
社
会
の
発
展
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
松
下
武
志
門
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
社
会
病
理
学
の
性

　
　
格
」
、
『
社
会
学
研
究
』
三
〇
、
　
一
九
六
九
年
、
九
六
頁
）
。



九

　
　
　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
遺
産
の
う
ち
、
機
能
分
析
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
方
法
論
の
発
展
に
寄
与
す
る
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
に
機
能
分
析
の

　
　
評
価
的
な
発
想
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
さ
い
合
わ
せ
て
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
の
実
践
的
関
心
が
道
徳
的
合
意
成
立
の

　
　
社
会
的
必
要
条
件
の
決
定
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
の
推
進
は
実
証
的
科
学
へ
の
信
頼
に
託
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、

　
　
社
会
の
欲
求
充
足
の
た
め
の
可
能
性
や
変
異
の
難
解
が
所
与
の
社
会
の
全
体
と
し
て
の
構
造
的
脈
絡
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
み
な
し
、

　
　
そ
の
認
識
に
立
ち
つ
つ
、
「
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
結
合
が
経
験
の
過
程
の
な
か
に
試
み
ら
れ
る
と
信
じ
う
る
理
由
は
何
も
な
い
」
と
し
た

　
　
（
肉
噂
隣
●
　
℃
・
　
O
も
◎
）
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
機
能
的
等
甑
物
に
つ
い
て
論
及
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
か
ら
実
証
主
義
の
見
地
を
は
な
れ
次

　
　
の
よ
う
な
主
張
に
い
た
る
こ
と
も
自
然
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
種
の
う
ち
に
普
遍
化
さ
れ
る
諸
状
態
が
例
外
と
し
て
残
さ
れ
る
諸
軍

　
　
態
よ
り
も
よ
り
有
益
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
存
在
し
、
あ
る
い
は
存
在
し
う

　
　
る
諸
状
態
の
う
ち
の
最
も
有
益
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
承
服
で
き
な
い
。
紘
「
た
だ
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
未
だ
か
つ
て
現
実
化
さ
れ

　
　
な
か
っ
た
諸
結
合
の
う
ち
に
も
、
わ
れ
わ
れ
の
知
り
う
る
光
結
合
よ
り
さ
ら
に
一
層
有
益
な
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
」
（
℃
●
①
ω
）
。

　
　
　
分
業
体
系
の
な
か
で
連
帯
を
生
む
こ
と
が
可
能
な
理
想
形
態
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
有
益
と
い
う
観
念
は
平
常
的
と
い
う
観
念
か
ら
は

　
　
み
出
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
形
態
は
理
想
的
効
果
に
よ
っ
て
し
か
語
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
デ
ェ
ル
ケ
！
ム

　
　
は
、
そ
れ
を
た
だ
主
観
的
な
体
系
と
し
て
問
題
に
す
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
科
学
的
論
証
に
耐
え
う
る
主
題
と
さ
れ
た
Q
彼
は

　
　
分
業
体
系
の
現
実
を
科
学
的
認
識
の
対
象
と
し
て
扱
う
手
続
き
か
ら
出
発
し
た
が
、
同
体
系
が
観
察
可
能
な
研
究
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る

　
　
と
き
、
そ
れ
の
構
成
に
は
連
帯
と
合
意
を
生
む
統
合
的
な
要
素
と
と
も
に
、
そ
れ
に
対
立
的
な
破
壊
的
・
抗
争
的
要
素
も
同
時
に
内
在
的

　
　
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
分
業
体
系
を
「
も
の
」
と
し
て
考
察
す
る
対
象
に
し
た
と

　
　
き
、
分
業
に
関
与
す
る
人
々
の
現
実
の
諸
関
係
が
純
粋
に
結
合
や
協
力
の
構
造
だ
け
で
成
立
つ
も
の
と
は
決
し
て
考
え
な
か
っ
た
。
自
然

557　
　
　
　
　
　
機
能
分
析
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九

軒
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三
〇

の
状
態
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
分
業
体
系
の
な
か
に
は
、
連
帯
を
生
み
だ
さ
な
い
ば
か
り
か
同
時
に
分
裂
や
闘
争
の
契
機
を
含
む
も
の
が

あ
る
。
有
機
的
連
帯
に
基
づ
く
協
働
の
結
合
形
態
と
い
え
ど
も
、
そ
の
な
か
に
は
分
裂
や
抗
争
の
可
能
性
が
経
験
的
に
内
包
さ
れ
る
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
）

ろ
う
事
実
に
留
意
の
必
要
が
あ
る
。
類
似
の
観
点
が
シ
ェ
ル
ス
キ
ー
の
「
経
営
」
概
念
や
、
そ
の
他
シ
ェ
パ
ー
ト
な
ど
に
み
る
産
業
社
会

　
　
　
（
2
）

学
の
概
究
で
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
「
経
営
」
は
、
結
合
と
抗
争
の
要
素
が
そ
の
な
か
に
同
時
に

含
ま
れ
て
い
る
分
析
的
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
の
社
会
学
的
分
析
に
よ
り
結
合
と
抗
争
と
い
う
相
反
す
る
過
程
を
そ
の
緊
張

関
係
の
な
か
で
説
熟
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
結
合
構
造
と
抗
争
構
造
を
社
会
の
二
つ
の
異
な
る
別
個
の
も
の
と
す
る
考
え

の
批
判
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
結
合
か
抗
争
か
と
い
う
二
者
択
一
は
も
は
や
そ
こ
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
分

析
的
観
点
は
、
協
働
の
体
系
に
関
す
る
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
論
考
に
お
い
て
、
そ
の
重
要
な
意
味
あ
い
が
理
論
的
に
精
緻
に
さ
れ
て
い
る
。

ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
、
協
働
の
社
会
体
系
が
常
に
合
意
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
通
常
の
考
え
を
退
け
、
そ
れ
が
同
時
に
対
立
・
抗
争
の
契
機

を
内
包
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
合
意
は
協
働
体
系
の
機
能
的
欲
求
の
充
足
に
と
っ
て
必
要
な
条
件
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
こ
と

か
ら
、
社
会
の
合
意
モ
デ
ル
を
支
持
す
る
こ
と
に
よ
り
桂
会
体
系
の
統
合
の
基
礎
を
合
意
の
な
か
に
の
み
求
め
る
見
解
は
、
合
意
の
実
現
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）

を
さ
ま
た
げ
る
原
因
を
協
働
体
系
の
な
か
に
さ
ぐ
る
努
力
を
お
こ
た
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
批
判
に
い
た
っ
た
。

　
経
験
的
に
論
証
し
う
る
分
析
的
概
念
と
し
て
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
提
示
し
た
分
業
体
系
は
、
そ
れ
と
い
わ
ぽ
表
裏
の
関
係
に
あ
る
所
有
体

系
か
ら
切
り
離
し
て
と
ら
え
る
傾
向
が
強
い
と
い
う
批
判
点
は
大
い
に
含
ま
れ
な
が
ら
、
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
協
働
体
系
の
概
念
と
同
じ
く

統
合
と
抗
争
と
い
う
相
反
す
る
過
程
を
そ
こ
か
ら
分
析
的
に
と
り
訂
す
こ
と
の
可
能
な
概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
分
業
に
あ
ず
か
る
「
諸
部
分
間
の
自
発
的
合
意
」
（
ぴ
8
器
空
。
・
諺
。
・
唱
9
き
器
血
窃
聞
露
a
。
ω
）
が
分
業
を
道
徳
的
に
規
制

す
る
と
い
う
、
分
業
の
正
常
状
態
を
実
現
さ
ぜ
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
相
当
の
条
件
を
指
摘
し
た
。
そ
の
さ
い
彼
は
、
道
徳
的
合
意
成
立

の
社
会
的
必
要
条
件
を
決
定
す
る
こ
と
に
専
念
し
、
分
裂
を
生
み
出
し
て
い
る
現
実
の
諸
条
件
に
つ
い
て
は
経
験
科
学
的
な
関
心
を
余
り

向
け
な
か
っ
た
。
ま
し
て
抗
争
を
北
山
の
申
心
課
題
と
み
な
す
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
は
所
与
の
社
会
の
統
合
や
安



定
性
の
維
持
に
の
み
か
た
く
な
な
期
待
を
寄
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
む
し
ろ
現
実
は
統
合
と
抗
争
の
諸
力
の
均
衡
を
包
む
も
の
で
あ

る
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
の
強
力
な
推
進
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
彼
は
、
経
験
科
学
と
し
て
の
社
会
学
の
発
展
に
や
は

り
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Functional　Analysis　in　Durkheim’s　Work

By　｝｛isao　？INIaka

　　E．rni｝e　Durkheim’s　version　of　functioRal　analysis，　coming　out　of　posi－

tivis．m，　has　exerted　considerable　influence　oR　contemporary　functionalist

schools　in　sociology　and　anthropology．　Aiming　to　understand　the・　basic

nature　of　this　influence，　this　artlcle　gives　a　eritical　des：ription　of　the

anaiysis　developed　by　Durl〈heim　in　his　works．

　　　The　argument　herein　is　presented　in　four　related　steps．　First，　we　un－

dertake　to　analyse　the　various　ways　ln　which　Durkheim　used　the　word

‘‘?軽nctioゴ，（la　fonctio．n），　b91鷺g　careful　to　avoid　certai葺　confusion　with

the　large　asse・　mbly　of　terms　used　iBdifferently　aRd　a！most　synonymously

w三th‘‘func£呈。バ．　In　so　doing，　we　recognize　an　ana玉yt三ca玉d圭st沁ctlon　bet．

ween　function　which　the　term　“correspondence”　implies　and　need　（1．e．，　the

neeessary　condition　of　existence）　to　which　the　function　is　related．　Next，　by

examining　his　major　works，　we　demonstrate　that　he　uses　the　term　function

only　when　dis：・ussSng　sDme　parts　oT　aspects　of　a　society　and　that　his

analysis　of　society　is　not　exclusively　concerned　with　unity．　Third，　we

suggest　that　altltough　he　was　primarily　conceraed　with　the　worlcl　of　the

“secial　fact”　aRd　portrayed　it　as　concrete　in　order　to　justify　the　stability

that　the　term　“fact”　suggests，　it　remains　true　that　he　was　entirely　con－

cerRed　with　the　essg・　Rtlally　clynarnic　nature　of　society．　So　it　is　also　noted

that　his　concept　of　a　s3ciety’s　need　might　more　aptly　be　des2rl’berf　as

being　the　immanent　cons］guences　of　its　developnent．　This　is　a　reas）n

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



why　h三s　functio簸ai　approach　d三ffers　radically　from　modern　functiona1圭s之s

in　hls　preoccupation　wlth　society　i澄process．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　This　paper　fina1至y　consider　h圭s　norm6tive　comm呈tment　to　a　part圭cular

way　of　functional　approach．　After　the　fashion　of　Meエton，　Durkhelm’s

moral　imperat圭ve　permits　the　pouring　of　ideological　con重ent　i簸to　the

bottles　of　fuRc之iona至ism，　even　theもottles　themselves　are　neutral　to　the圭r

coRtents．　We　recog総量ze　concIusively，　however，　that　Durkheim’s　work　has

簸ot　been　exclus三vely　p犠rsued　from　normative　versio薙．　Hls　work　seems　to

have　demo簸strated　the　crux　of　functio簸ai　analysis，　capable　of　satisfactory

emp呈ricai　apPlication．
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