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絹

　
　
　
支
配
に
つ
い
て
の
社
会
学
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
研
究
は
、
従
来
、
憲
と
し
て
理
論
社
会
学
の
領
域
で
行
な
わ
れ
て
居
り
、
そ
こ
で
は
一

　
　
般
に
「
支
配
の
社
会
学
」
と
か
「
支
配
関
係
論
」
あ
る
い
は
広
く
雪
支
配
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
筆
者
が
本
稿
で
テ
ー
マ
と
し
た
「
支

　
　
配
変
動
論
」
と
い
う
名
称
は
、
社
会
学
の
な
か
で
も
一
般
に
殆
ん
ど
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
耳
な
れ
な
い
テ
…
マ
に

　
　
つ
い
て
、
先
ず
若
干
の
説
明
を
試
み
て
お
こ
う
。

　
　
　
社
会
学
の
磯
城
で
変
動
論
と
云
え
ば
、
一
般
に
社
会
全
体
乃
至
役
会
体
制
レ
ベ
ル
で
の
所
轄
”
社
会
変
動
論
”
で
あ
り
、
拙
会
学
の
学

　
　
祖
A
・
コ
ン
ト
を
は
じ
め
、
H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
や
、
E
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
、
F
・
テ
ン
ニ
…
ス
、
W
・
オ
グ
バ
ー
ン
等
々
、
か
つ
て
の
著
名

　
　
な
拙
会
学
者
が
そ
れ
ぞ
れ
何
ら
か
の
形
で
社
会
変
動
の
理
論
的
も
し
く
は
歴
史
的
解
明
に
力
を
注
い
で
い
る
。
わ
が
国
で
は
、
さ
き
に
故

　
　
小
松
堅
太
郎
氏
の
「
社
会
変
動
論
」
（
一
九
五
三
年
有
斐
閣
）
が
あ
り
、
最
近
で
は
憲
永
健
一
氏
の
「
社
会
変
動
の
理
論
」
（
一
九
六
五
年

　
　
岩
波
書
店
）
な
ど
が
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
、
社
会
変
動
論
に
対
し
て
は
、
そ
の
理
論
を
単
な
る
史
観
の
域
を
超
え
て
科
学
的

脚　
　
　
　
　
支
配
変
動
論
：
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

’
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鱈
学
研
究
　
第
五
百
三
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

に
確
立
す
る
こ
と
は
凡
そ
至
難
の
業
で
あ
る
と
さ
れ
、
従
っ
て
そ
れ
に
対
し
て
悲
観
的
も
し
く
は
否
定
的
な
見
解
も
、
経
験
科
学
と
し
て

の
社
会
学
の
立
場
か
ら
相
当
衡
力
で
あ
り
、
根
強
く
存
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
筆
者
が
本
稿
で
支
配
変
動
論
を
問
題
と
す
る
文
脈
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
変
動
論
の
領
域
に
於
い
て
で
は
な
く
、
す
な
わ
ち

社
会
変
動
の
一
部
分
と
し
て
、
全
体
社
会
を
構
成
し
て
い
る
支
配
体
欄
i
特
に
政
治
的
な
支
配
体
制
の
変
動
や
変
化
に
つ
い
て
、
従
来

の
社
会
変
動
論
と
の
関
連
に
お
い
て
理
論
的
あ
る
い
は
歴
史
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
主
と
し
て
以
下
に
述
べ
る
支
配
の

学
説
史
的
な
領
域
内
に
お
い
て
で
あ
り
、
は
じ
め
に
、
そ
こ
に
問
題
を
限
定
し
て
お
く
こ
と
を
断
わ
っ
て
お
く
。

　
支
配
の
読
会
学
、
支
配
関
係
論
、
支
配
論
な
ど
の
名
の
下
に
、
従
来
の
社
会
学
の
な
か
で
支
配
（
当
然
、
服
従
を
も
努
め
て
）
に
つ
い

て
な
さ
れ
た
一
般
的
・
体
系
的
諸
研
究
の
主
要
な
る
も
の
を
概
観
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
の
多
く
の
も
の
に
共
通
し
て
云
え
る
こ
と
は
、

そ
れ
ら
が
広
い
意
味
で
の
類
型
論
を
中
心
と
し
て
お
り
、
支
配
の
社
会
学
、
支
配
関
係
論
乃
至
支
配
論
は
、
内
容
的
に
は
実
は
支
配
類
型

論
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
断
じ
て
も
大
過
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
註
）
　
も
っ
と
も
、
広
い
意
昧
で
の
支
配
現
象
に
関
す
る
近
時
の
鮭
会
学
的
研
究
の
一
般
的
傾
向
は
、
社
会
学
の
他
の
分
野
（
例
え
ば
宗
教
社
会
学
な
ど
）
に
見
受
け
ら
れ

　
　
る
と
こ
ろ
と
岡
じ
よ
う
に
、
従
来
の
　
般
的
・
体
系
的
・
理
論
的
研
究
よ
り
は
、
い
ず
れ
か
と
云
え
ば
偲
別
的
・
具
体
的
・
実
証
的
研
究
が
多
く
な
り
、
従
っ
て
か
つ

　
　
て
の
支
配
類
型
論
と
は
、
そ
の
趣
を
異
に
し
て
い
る
現
況
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
か
か
る
傾
向
は
、
大
き
く
は
近
代
科
学
金
般
に
兇
ら
れ
る
急
速
な
専
門
分
化
、
特
殊

　
　
化
に
よ
る
対
象
頷
域
の
狭
願
化
、
局
部
化
、
分
散
化
の
進
行
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
反
面
、
そ
こ
に
今
や
専
門
朗
硬
化
、
孤
立
北
の
病
弊
が
現
わ
れ

　
　
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
を
克
服
す
る
方
途
の
一
つ
と
し
て
、
か
つ
て
の
一
般
的
な
支
配
類
型
論
の
再
認
識
を
試
み
る
時
機
が
到
来
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
の

　
　
意
函
も
［
部
は
こ
の
点
と
か
か
わ
っ
て
い
る
Q

　
さ
て
、
広
い
意
味
で
の
支
配
類
型
論
は
、
支
配
を
特
定
の
社
会
学
的
観
点
乃
董
視
角
か
ら
、
い
く
つ
か
の
基
本
的
形
態
に
分
類
し
、
そ

の
各
々
の
形
態
に
つ
い
て
分
析
解
明
を
試
み
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
諸
形
態
問
の
関
連
を
究
明
す
る
と
い
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
一
般
に
と

ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
支
配
の
鮭
会
学
の
領
域
に
、
す
ぐ
れ
た
成
果
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



　
こ
の
よ
う
な
支
配
類
型
論
に
対
し
て
、
支
配
変
動
論
を
提
起
し
又
は
そ
こ
か
ら
（
支
配
類
型
論
か
ら
）
出
発
し
て
支
配
変
動
論
を
展
開

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
　
体
ど
う
い
う
意
味
を
も
ち
、
い
か
な
る
経
路
を
た
ど
っ
て
そ
の
よ
う
な
展
聞
が
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
私
が
問
題
に
す
る
支
配
変
動
論
は
、
既
存
の
支
配
類
型
論
に
対
し
て
、
い
か
な
る
関
連
の
下
に
お
い

て
、
そ
れ
自
体
の
意
義
が
見
出
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
点
が
本
稿
の
基
底
に
あ
り
、
又
同
時
に
結
論
を
導
き
出
す

前
提
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
筆
者
が
一
貫
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
要
約
す
れ
ば
支
配
変
動
論
に
つ
い
て
の
次
の
如
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

私
見
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
支
配
変
動
論
の
中
心
は
、
支
配
の
基
本
的
諸
類
型
間
の
内
面
的
・
動
態
的
関
連
に
つ
い
て

の
理
論
的
考
察
で
あ
る
。
従
っ
て
支
配
変
動
と
は
支
配
の
基
本
的
諸
類
型
聞
の
変
動
で
あ
り
、
か
つ
て
の
支
配
類
型
論
に
お
け
る
基
本
的

諸
類
型
間
の
単
な
る
静
態
的
相
違
や
比
較
、
も
し
く
は
せ
い
ぜ
い
静
態
的
連
関
の
考
察
で
は
な
く
、
動
態
的
、
変
動
過
程
そ
の
も
の
の
理

論
的
追
求
が
支
配
変
動
論
の
主
た
る
任
務
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
特
に
内
面
的
関
連
に
つ
い
て
の
考
察
と
し
た
点
に
関
し
て

は
、
後
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
な
ど
の
支
配
類
型
論
を
検
討
す
る
際
に
、
筆
算
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
え
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
一

言
に
し
て
云
え
ば
支
配
関
係
を
と
り
ま
く
外
面
的
・
外
部
的
条
件
・
状
況
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
専
ら
そ
れ
自
体
の
内
部
的
特
性
（
そ
れ

自
身
の
も
つ
内
的
特
性
）
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
変
動
す
る
か
を
理
論
的
な
可
能
性
の
次
元
で
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
筆
者
の
い
う
支
配
変
動
論
に
つ
い
て
の
前
置
き
は
、
簡
単
で
は
あ
る
が
以
上
で
一
応
と
ど
め
て
お
き
、
次
に
か
つ
て
の
支
配
の
社
会

学
、
支
配
関
係
論
、
支
配
論
の
領
域
に
お
い
て
、
そ
の
主
要
な
内
実
を
な
し
て
い
た
支
配
類
型
論
の
う
ち
、
代
表
的
と
思
わ
れ
る
驚
者
の

学
説
に
つ
い
て
概
観
し
、
支
配
変
動
論
の
立
場
か
ら
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

二

　
　
　
そ
の
一
人
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
…
バ
ー
の
古
典
的
と
も
称
す
べ
き
支
配
の
社
会
学
で
あ
る
。
彼
の
支
配
理

　
　
論
、
特
に
そ
の
中
心
と
も
云
え
る
支
配
類
型
論
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
り
、
わ
が
国
で
も
第
二
次
大
戦
後
（
世
良
晃
志
郎
氏
諌
・
支
配
の

獅　
　
　
　
　
　
支
配
変
動
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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暫
学
研
究
　
第
五
百
露
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

社
会
学
工
・
π
創
文
藝
）
、
そ
の
原
典
が
穣
訳
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
、
い
ろ
い
ろ
の
形
で
紹
介
さ
れ
、
引
用
さ
れ
、
論
評
さ
れ
た
り
し

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
詳
細
に
述
べ
る
必
要
は
な
い
と
思
う
が
、
彼
の
支
配
の
社
会
学
の
最
も
大
き
な
特
色
と
さ
れ
て
い
る
点

は
、
支
配
－
服
従
の
社
会
関
係
を
、
彼
の
所
謂
”
行
為
社
会
学
”
の
立
場
か
ら
関
係
当
事
者
の
社
会
的
行
為
に
着
聾
し
て
お
り
、
更
に
そ

の
場
合
、
支
配
と
い
う
社
会
的
行
為
よ
り
も
、
い
ず
れ
か
と
云
え
ば
服
従
と
い
う
社
会
的
行
為
（
彼
が
社
会
的
行
為
と
い
う
場
合
は
、
周

知
の
如
く
、
行
為
者
自
身
の
他
者
に
向
け
ら
れ
主
観
駒
に
思
念
さ
れ
た
有
意
味
的
行
為
で
あ
る
）
を
基
点
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
彼
は
更
に
支
配
関
係
を
主
と
し
て
服
従
者
の
側
の
当
該
支
配
関
係
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
と
こ
ろ
の

あ
る
特
定
の
主
観
的
意
識
　
　
す
な
わ
ち
”
正
当
性
の
儒
念
”
（
轡
①
讐
琴
弾
仲
。
。
σ
q
訂
麟
ぴ
窪
）
を
中
心
と
し
て
解
明
し
て
い
る
点
も
注
屋
に
値

す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
支
配
と
は
個
々
の
場
合
に
は
支
配
者
か
ら
の
命
令
に
対
し
て
服
従
者
の
千
差
万
刷
の
服
従
動
機
に
基
づ

く
服
従
な
る
社
会
的
行
為
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
等
の
動
機
は
殆
ん
ど
無
意
識
に
近
い
即
自
的
、
無
自
覚
的
な
、
い
わ
ば

単
な
る
慣
習
的
な
性
質
の
も
の
か
ら
、
純
粋
に
屠
的
合
理
的
な
利
害
打
算
に
到
る
ま
で
種
々
雑
多
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る

真
の
永
続
的
な
（
⑦
o
澤
①
二
冨
儀
鏑
器
毎
血
①
）
支
配
関
係
に
と
っ
て
本
質
的
に
必
要
で
あ
る
の
は
、
一
定
最
小
限
度
の
服
従
意
欲
（
①
鍵

び
・
。
。
鉱
質
舜
霧
≦
三
鑓
償
ヨ
・
・
欝
O
霧
。
「
飛
騨
≦
。
瀞
嵩
）
、
す
な
わ
ち
服
従
そ
れ
自
体
へ
の
外
的
ま
た
は
内
的
関
心
で
あ
る
と
し
て
、
（
浜
島
朗

訳
、
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
権
力
と
支
配
し
一
九
五
照
年
参
照
、
）
服
従
者
が
自
己
の
服
従
行
為
を
積
極
的
に
か
消
極
的
に
か
、
そ

の
い
ず
れ
に
せ
よ
正
当
で
あ
る
と
す
る
彼
自
身
の
僑
念
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ウ
凱
ー
バ
ー
の
か
か
る
発
馬

は
、
た
し
か
に
支
配
と
い
う
社
会
事
象
の
も
つ
一
面
の
真
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
支
配
と
い
う
よ
う

な
、
特
に
服
従
者
に
と
っ
て
屡
々
被
強
制
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
強
烈
な
社
会
的
行
為
一
…
服
従
は
、
決
し
て
単
に
支
配
者
か
ら
の
一

方
的
な
縫
会
的
勢
力
の
発
動
だ
け
で
全
く
他
動
的
、
機
械
的
に
生
起
し
、
且
つ
存
続
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
い
か
な
る
専
薫
陸
支

配
、
絶
対
的
な
独
裁
と
難
も
、
服
従
老
が
根
本
的
に
は
最
小
限
度
に
於
い
て
で
も
、
そ
れ
ら
を
是
認
す
る
こ
と
、
も
し
く
は
諦
赦
す
る
こ

と
（
長
い
も
の
に
は
巻
か
れ
う
と
い
っ
た
形
を
と
る
に
し
て
も
）
、
そ
し
て
結
局
は
そ
う
し
た
支
配
を
受
容
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
意
味
に
於
い
て
は
、
支
配
が
支
配
関
係
と
し
て
成
立
し
存
続
す
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
支
配
春
が
持
続
的
に
支
配
寝
た
り
え
る
こ
と

は
、
服
従
者
が
そ
の
支
配
に
対
し
て
正
当
性
信
念
を
抱
く
こ
と
に
よ
っ
て
服
従
す
る
こ
と
を
必
要
条
件
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て

人
が
服
従
者
た
る
こ
と
は
、
す
で
に
支
配
の
受
容
を
内
含
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
註
）

高
曇
保
馬
氏
が
支
配
関
係
と
い
う
一
膝
的
呼
称
を
使
用
さ
れ
ず
に
、

し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

ヘ
　
　
へ

従
属
関
係
と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
極
め
て
興
味
深
い
。
他
の
機
会
に
検
討

　
か
く
し
て
ウ
ェ
…
バ
ー
の
場
合
、
支
配
関
係
は
服
従
春
が
当
該
支
配
関
係
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
正
当
性
信
念
が
何
を
そ
れ

の
根
拠
と
し
て
服
従
と
い
う
社
会
的
行
為
の
動
機
に
な
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
次
の
薫
種
の
基
本
形
態
に
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
一
、
合
法
的
又
は
合
理
的
支
配
（
剛
Φ
σ
q
⇔
δ
＆
逸
勢
口
8
Ω
。
庁
鵠
①
湊
窪
罫
）

　
一
、
伝
統
的
支
配
（
器
黛
一
8
p
・
一
Φ
鵠
窪
ω
畠
鋤
ε

　
一
、
カ
リ
ス
マ
的
支
配
（
0
7
鋤
噌
一
ω
b
ρ
鋤
ひ
…
o
摩
0
7
④
　
訓
⑦
醜
M
白
弓
O
ず
鋤
暁
辞
）

　
こ
の
著
名
な
三
種
の
支
配
の
類
型
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
や
検
討
（
特
に
彼
の
社
会
的
行
為
の
四
種
の
基
本
的
形
態
と
の
関
係
）

は
、
こ
の
際
す
べ
て
省
略
す
る
が
、
要
す
る
に
服
従
老
が
含
法
的
・
合
理
的
に
制
定
さ
れ
た
客
観
的
、
非
人
格
的
支
配
秩
序
（
こ
の
場

合
、
支
配
者
の
側
か
ら
一
方
的
に
決
め
ら
れ
た
例
え
ば
欽
定
憲
法
で
あ
っ
て
も
、
又
は
服
従
者
と
の
協
議
を
経
て
決
め
ら
れ
た
議
定
憲
法

乃
至
協
定
憲
法
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
差
支
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
）
を
正
当
視
す
る
か
、
伝
統
の
も
つ
威
光
に
基
づ
い
て
支
配
を
正
当

な
も
の
と
認
め
て
こ
れ
に
服
従
す
る
か
、
或
い
は
支
配
者
の
も
つ
カ
リ
ス
マ
的
属
性
一
神
聖
性
、
超
人
的
な
力
、
異
常
な
車
越
知
な
ど

に
打
た
れ
て
、
い
わ
ば
魂
を
奪
わ
れ
た
よ
う
な
形
で
彼
を
崇
期
し
彼
に
帰
依
す
る
か
に
よ
っ
て
、
右
の
三
種
の
類
型
が
わ
か
た
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
さ
て
、
か
か
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
三
種
の
基
本
的
類
型
の
間
に
は
、
ど
の
よ
う
な
変
動
過
程
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
支
配
変
動
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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そ
こ
で
先
ず
明
ら
か
に
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
薫
種
の
基
本
的
形
態
の
な
か
で
、
彼
が
舎
法
的
・
合
理
的
支
配
の
類
型
を
支
配

の
近
代
的
な
形
式
と
し
て
、
そ
れ
故
、
他
の
二
種
の
類
型
の
次
に
来
る
も
の
、
そ
れ
ら
の
後
に
つ
づ
く
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
点
は
彼
が
合
法
的
支
配
の
考
察
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
、
緒
言
と
し
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
伝
統
的
支
配
と
カ
リ
ス
マ
的
支
配
と
の
二
つ
の
基
本
的
類
型
は
、
前
近
代
的
な
支
配
の
形
式
で
あ
り
、
社
会
が
前
近
代
社

会
か
ら
近
代
社
会
へ
と
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
こ
で
の
支
配
も
亦
、
近
代
化
の
過
程
の
な
か
で
、
合
法
的
・
合
理
的
支
配
へ
と
変
動
す

る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
こ
う
し
た
見
解
に
対
し
て
、
さ
き
に
述
べ
た
筆
者
な
り
の
支
配
変
動
論
の
立
場
か
ら
検
討
し
て
み
る

と
、
前
近
代
社
会
に
お
け
る
伝
統
的
支
配
と
カ
リ
ス
臓
的
支
配
と
の
相
互
の
関
連
…
特
に
動
態
的
関
連
に
つ
い
て
は
次
に
考
察
す
る
こ

と
と
し
て
、
こ
の
前
近
代
的
な
支
配
の
二
種
の
基
本
類
型
が
近
代
的
な
合
法
的
・
合
理
的
支
配
類
型
へ
と
変
動
す
る
際
、
そ
の
過
程
に
お

い
て
主
導
的
な
役
割
、
機
能
を
果
し
て
い
る
も
の
は
、
彼
の
場
合
、
支
配
類
型
の
内
面
的
生
硬
の
う
ち
に
で
は
な
く
し
て
、
主
と
し
て
支

配
関
係
を
取
り
巻
く
社
会
の
近
代
化
と
い
う
外
的
状
況
の
な
か
で
把
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
が
あ
え
て
内
面
的
関
連

と
呼
ぶ
の
は
、
伝
統
的
支
配
に
し
ろ
合
法
的
支
配
に
し
ろ
カ
リ
ス
マ
的
支
配
に
し
ろ
、
支
配
一
服
従
と
い
う
支
配
関
係
の
基
本
的
類
型
そ

れ
自
体
の
有
し
て
い
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
根
本
的
原
理
又
は
特
質
が
枳
互
に
ど
の
よ
う
に
動
量
的
に
関
連
す
る
か
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
類

型
間
の
変
動
が
理
論
的
に
可
能
で
あ
る
か
と
云
う
意
味
を
強
調
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
具
体
的
に
云
え
ば
、
社
会
の
近
代
化

は
近
代
化
と
し
て
、
伝
統
的
支
配
や
カ
リ
ス
マ
的
支
醗
そ
れ
自
体
の
原
理
乃
釜
特
質
が
如
何
に
し
て
合
法
的
支
配
へ
の
変
動
過
程
を
生
む

に
到
る
の
か
の
理
論
的
解
明
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
支
配
の
論
理
か
ら
云
え
ば
、
社
会
が
変
化
（
こ
の
場
合
は
近
代
化
）
し
て
も
、
支
配

関
係
は
変
化
に
対
し
て
決
し
て
い
ち
早
く
対
応
す
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
一
般
に
支
配
潜
は
既
存
の
支
配
体
制
を
で
き

る
だ
け
保
持
し
よ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
又
穂
従
者
も
ウ
ェ
…
バ
ー
の
正
嘉
性
の
僑
念
説
か
ら
云
え
ば
、
既
存
の
支
配
体
綱
か
ら

の
脱
却
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
単
に
社
会
全
体
が
近
代
化
す
る
か
ら
、
支
配
関
係
も
全
く
無
条
件
的



　
　
に
合
法
的
・
合
理
的
支
配
関
係
へ
と
変
動
す
る
と
い
う
見
解
は
、
少
な
く
と
も
支
配
と
い
う
去
る
特
定
の
、
又
は
特
殊
な
社
会
事
象
を
中

　
　
心
に
問
題
と
す
る
支
配
の
社
会
学
、
別
し
て
は
支
配
変
動
論
の
立
場
か
ら
は
、
や
や
不
潔
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
次
に
伝
統
的
支
配
と
カ
リ
ス
マ
的
支
配
と
の
動
態
的
関
連
は
ウ
ユ
バ
ー
の
場
合
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
に
就
い
て
彼
は
、

　
　
さ
き
に
述
べ
た
伝
統
的
支
配
と
カ
リ
ス
マ
的
支
配
か
ら
合
法
的
・
合
理
的
支
配
へ
と
云
っ
た
類
型
間
の
明
確
な
変
動
乃
至
推
移
の
図
式
を

　
　
明
示
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
伝
統
的
支
配
と
カ
リ
ス
マ
的
支
配
と
の
動
態
的
連
関
に
つ
い
て
は
、
彼
の
論
述
の
な
か
で
関
係
あ
り
と
考
え
ら

　
　
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
そ
れ
を
推
定
す
る
程
度
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
ウ
ェ
ー
バ
；
に
よ
れ
ば
、
“
カ
リ
ス
マ
は
伝
統
的
に
束

　
　
縛
さ
れ
て
い
る
時
代
に
お
い
て
は
（
欝
g
山
ぼ
8
⇔
ぎ
σ
q
Φ
び
§
店
窪
窪
智
。
。
ぴ
2
）
唯
一
の
大
き
な
革
命
的
勢
力
（
島
一
②
ぴ
q
お
ω
ω
。
賢
く
。
一
盛
8
餌
窓

　
　
窯
毬
穿
）
で
あ
る
。
カ
リ
ス
マ
に
よ
る
伝
統
の
破
壊
・
変
革
は
、
人
闘
の
内
部
に
於
け
る
苦
悩
や
感
激
か
ら
生
ま
れ
、
過
去
か
ら
の
伝
統

　
　
に
束
縛
さ
れ
た
一
切
の
個
溺
的
な
生
活
形
態
や
、
同
様
に
慣
習
に
埋
も
れ
き
っ
て
い
る
世
界
観
や
処
世
の
態
度
等
の
世
俗
一
般
に
対
す
る

　
　
あ
ら
ゆ
る
態
度
を
全
く
手
心
し
つ
つ
入
間
の
中
心
的
な
性
向
や
行
為
の
方
向
を
変
化
せ
し
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
合
理
主
義
以

　
　
前
の
諸
時
代
に
於
い
て
は
、
支
配
・
服
従
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
行
為
の
方
向
付
け
の
殆
ん
ど
全
部
は
、
伝
統
と
カ
リ
ス
マ
と
の
影
藤
の

　
　
間
に
配
分
さ
れ
て
い
る
”
。
（
ζ
・
。
図
≦
①
嗣
Φ
さ
≦
響
ω
。
訂
浄
§
α
O
窃
巴
。
。
。
ξ
津
鐙
ω
ど
ψ
同
目
盛
浜
島
朗
訳
「
前
掲
書
」
参
照
）
と
述
べ
て
い

　
　
る
。
こ
こ
で
舎
理
主
義
以
前
の
時
代
一
1
前
近
代
社
会
が
「
カ
リ
ス
マ
」
と
「
伝
統
」
と
に
よ
っ
て
両
分
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
カ
リ

　
　
ス
マ
と
伝
統
と
が
同
時
的
に
並
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
両
者
は
相
互
に
他
を
否
定
し
合
う
関
係
に
あ
り
、

　
　
両
者
が
純
粋
な
形
で
一
社
会
内
に
同
時
に
且
つ
岡
一
次
元
で
共
存
す
る
と
い
う
が
如
き
は
、
明
ら
か
に
矛
癒
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う

　
　
す
る
と
右
の
命
題
は
、
カ
リ
ス
マ
と
伝
統
と
が
糟
互
に
入
れ
替
わ
っ
て
三
次
に
現
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
理
主
義
以
前
の
諸
時
代
が

　
　
存
続
す
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
関
連
を
図
示
す
れ
ば
、

　
　
　
…
…
伝
統
的
支
配
一
↓
カ
リ
ス
マ
的
支
配
1
↓
伝
統
的
支
配
…
…
と
な
り
、
一
種
の
循
環
的
な
変
動
過
程
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
尤
も
、
時
間
的
に
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
カ
リ
ス
マ
は
一
時
性
、
暫
時
性
を
本
質
的
特
性
と
し
て
お
り
、
伝
統
は
云

珊　
　
　
　
　
　
支
配
変
動
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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う
ま
で
も
な
く
そ
れ
に
対
し
て
長
期
性
、
持
続
性
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
図
式
は
、

　
　
　
…
…
長
期
的
伝
統
支
配
一
↓
一
時
的
カ
リ
ス
マ
的
支
配
一
↓
長
期
的
伝
統
支
配
…
…

　
　
と
云
う
風
に
、
更
に
書
ぎ
改
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
前
述
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
所
論
は
、
基
本
的
に
は
伝
統
1
↓
カ
リ

　
　
ス
マ
へ
の
変
動
過
程
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
逆
に
カ
リ
ス
マ
ー
↓
伝
統
へ
の
変
動
過
程
は
彼
の
場
合
、
カ
リ
ス
マ
の
日
常
化

　
　
（
＜
。
邑
護
σ
q
ぽ
評
譲
儒
＄
O
び
9
。
誘
円
自
。
切
）
す
な
わ
ち
世
俗
化
の
理
論
か
ら
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
リ
ス
マ
的
支
配
の
一
時
性
・
短
期

　
　
性
は
、
最
大
限
度
に
於
い
て
も
カ
リ
ス
マ
的
支
配
者
の
生
涯
（
ま
⑦
目
窪
。
伍
）
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
カ
リ
ス
マ
的

　
　
支
配
者
が
支
配
者
と
し
て
出
現
し
て
か
ら
、
カ
リ
ス
マ
的
支
配
者
と
し
て
死
没
す
る
ま
で
の
、
せ
い
ぜ
い
半
世
紀
ほ
ど
が
最
長
期
聞
の
限

　
　
界
で
あ
る
。
カ
リ
ス
マ
的
支
配
は
、
こ
の
よ
う
に
カ
リ
ス
マ
的
支
配
者
の
消
滅
（
死
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
純
粋
な
形
態
を
喪
失
し
、
や
が

　
　
て
伝
統
的
支
配
（
す
な
わ
ち
日
常
化
さ
れ
た
世
襲
カ
リ
ス
マ
的
支
配
）
へ
と
移
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
彼
は

　
　
次
の
如
く
考
え
て
い
る
。

　
　
　
カ
リ
ス
マ
が
伝
統
的
時
代
（
前
近
代
社
会
）
の
な
か
で
、
唯
一
の
革
命
的
勢
力
と
し
て
、
既
存
の
伝
統
を
打
破
し
変
革
す
る
仕
方
は
、

　
　
カ
リ
ス
マ
の
本
質
か
ら
も
薩
ち
に
理
解
さ
れ
る
如
く
、
理
性
（
謎
獣
。
）
に
よ
ら
ず
し
て
、
す
な
わ
ち
圏
的
合
理
的
乃
至
価
値
合
理
的
行
為

　
　
に
よ
ら
ず
し
て
、
感
情
一
特
殊
な
感
情
乃
至
激
清
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
感
情
の
易
揚
が
鎮
ま
る
と
再
び
新
し
い
伝
統
（
世
襲
カ
リ
ス

　
　
マ
）
の
世
界
が
入
々
に
立
ち
戻
る
の
で
あ
る
。
（
窯
⇔
×
　
ゼ
く
①
σ
④
増
Ψ
　
一
ぴ
出
山
・
　
ω
■
　
H
幽
昏
⊃
）

（
魏
）
　
カ
リ
ス
マ
の
日
常
化
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
彼
は
今
述
べ
た
世
襲
カ
リ
ス
マ
の
ほ
か
に
、
更
に
窟
職
力
夢
ス
マ
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
カ
ジ
ス
マ
の
霞
常
化
に

　
　
於
い
て
、
カ
ジ
ス
マ
的
支
配
は
伝
統
化
さ
、
れ
る
（
樽
同
門
焦
剛
け
［
O
P
黛
δ
｝
一
Q
o
剛
⑦
『
門
）
か
、
合
理
化
－
合
法
化
さ
れ
る
か
（
鎚
獣
。
暴
瀞
…
o
再
－
ぼ
σ
q
巴
剛
玖
①
誹
）
、
或
い
は
種
々
の
点
で
両

　
　
方
の
性
質
を
お
び
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
伝
統
化
さ
れ
た
カ
リ
ス
マ
が
藤
謂
”
世
襲
カ
リ
ス
マ
”
（
膨
門
げ
O
げ
飴
『
肖
ψ
導
p
畠
）
で
あ
り
、
合
理
化
一
合
法
化
さ
れ
た

　
　
カ
ぴ
ス
マ
が
“
宮
職
カ
リ
ス
マ
”
（
〉
簿
房
O
ゲ
Q
増
沖
右
醇
ヨ
伊
）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
、
彼
の
云
う
合
理
化
－
合
法
化
さ
れ
た
官
職
カ
ジ
ス
マ
と
本
来
の
合

　
　
法
的
・
合
理
的
支
配
と
の
闘
係
は
、
爾
管
が
購
｝
な
の
か
、
異
質
の
も
の
な
の
か
、
問
題
が
残
る
よ
う
で
あ
る
。
カ
リ
ス
マ
的
支
配
が
、
た
と
え
鼠
常
化
さ
れ
た
に
し



て
も
、
前
近
代
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
両
者
は
異
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
も
し
カ
リ
ス
マ
的
文
配
が
疑
常
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
く
異
質
の
も
の
へ
と
実
義

す
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
男
面
は
混
一
と
見
な
し
う
る
可
能
性
が
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
純
粋
な
カ
リ
ス
マ
的
支
配
と
い
う
同
｝
の
ル
ー
ツ
か
ら
、
こ
の
よ
う

に
異
質
的
な
伝
統
的
カ
リ
ス
マ
と
合
理
的
一
合
法
的
カ
リ
ス
マ
が
発
生
す
る
展
開
過
程
が
理
論
的
に
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
私
見
で
は
、
カ
リ
ス
マ
が
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

常
化
さ
れ
、
世
襲
カ
リ
ス
マ
や
窟
職
カ
リ
ス
マ
に
変
異
し
て
も
、
そ
こ
に
カ
リ
ス
マ
の
君
津
が
全
く
払
拭
さ
れ
ざ
る
か
ぎ
り
、
つ
ま
り
依
然
と
し
て
鍛
襲
カ
リ
ス
マ
で

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
り
、
蜜
職
カ
リ
ス
マ
で
あ
る
か
ぎ
り
、
正
詣
盤
信
念
の
根
拠
が
世
襲
さ
れ
た
カ
リ
ス
マ
、
無
職
化
さ
れ
た
カ
ヲ
ス
マ
で
あ
る
か
ぎ
り
、
も
と
の
純
粋
カ
リ
ス
マ
…
人

格
カ
ジ
ス
マ
（
鷺
読
α
象
。
ぎ
ω
○
ぎ
同
一
ω
霧
）
へ
の
願
二
又
は
欲
求
は
決
し
て
消
滅
せ
ず
、
こ
こ
に
世
襲
カ
リ
ス
マ
又
は
蜜
職
カ
ジ
ス
マ
と
入
穿
カ
リ
ス
マ
と
の
絶
え
ざ

る
顕
在
的
も
し
く
は
潜
在
的
な
闘
争
が
カ
リ
ス
マ
の
薪
常
化
の
過
程
の
な
か
で
く
り
返
え
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
今
後
の
考
察
が

必
要
で
あ
る
こ
と
を
附
需
し
て
お
く
。

こ
れ
ま
で
の
検
討
を
要
約
す
れ
ば
、

前
近
代

（
癬
鋤
配
ノ
）

ウ
ェ
…
バ
ー
の
支
配
の
基
本
的
三
類
型
の
動
態
的
関
連
は
次
の
如
く
で
あ
ろ
う
。

↓
近
代

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

直
線
型
変
動

合
法
的
・
掌
理
的
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
循
環
型
変
動
は
、
支
配
の
類
型
（
伝
統
的
支
配
と
カ
リ
ス
マ
的
支
配
）
自
体
の
内
的
原
理
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
、
直
線
型
変
動
の
場

合
は
、
赴
会
の
近
代
化
と
い
う
外
的
状
況
が
主
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
筆
者
が
考
察
し
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
で

は
、
支
配
変
動
の
理
論
と
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
所
説
に
は
、
一
貫
性
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
特
に
さ
き
に
述
べ
た
筆
者
の
支
配
変
動
論

の
立
場
か
ら
は
、
そ
れ
を
全
面
的
に
是
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

三
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支
配
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九
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研
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第
五
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十
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一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
支
配
類
型
論
の
代
表
的
と
思
わ
れ
る
学
説
の
第
二
は
、
臼
井
二
尚
氏
の
見
解
で
あ
る
。
鶏
井
茂
の
支
配
類
型
論
は
同
氏
の
支
配
関
係
論

（
そ
れ
は
支
配
論
で
も
な
く
、
支
配
の
社
会
学
で
も
な
く
、
ま
さ
に
社
会
関
係
と
し
て
の
支
配
関
係
を
対
象
と
す
る
）
の
中
心
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
一
体
、
同
氏
の
支
配
類
型
論
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
…
の
場
合
（
前
述
せ
る
よ
う
に
わ
が
国
に
広
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
）

と
は
ち
が
っ
て
、
岡
幾
自
身
も
、
わ
ず
か
に
そ
の
一
端
を
戦
前
の
岩
波
講
座
倫
理
学
所
収
の
「
身
分
」
な
る
論
文
で
発
表
さ
れ
て
い
る
に

す
ぎ
ず
（
倫
理
学
講
座
、
第
＋
一
冊
、
一
九
四
〇
年
）
、
そ
の
全
貌
は
京
都
大
学
文
学
部
で
の
講
義
に
於
い
て
で
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
故
、
筆
老
は
そ
の
折
の
講
義
ノ
；
ト
を
中
心
に
、
前
記
の
「
身
分
」
論
文
を
参
照
し
つ
つ
、
以
下
き
わ
め
て
概
括
的
に
同
氏
の
支
配

関
係
の
類
型
論
を
紹
介
し
、
つ
い
で
筆
者
の
支
配
変
動
論
の
立
場
か
ら
若
干
の
検
討
を
試
み
て
み
た
い
と
思
う
。

　
臼
井
二
尚
氏
の
支
配
類
型
論
の
特
質
は
、
第
一
に
支
配
を
支
配
者
と
服
従
者
と
の
間
の
上
下
関
係
と
し
て
把
え
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

り
、
支
配
又
は
服
従
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
服
従
又
は
支
配
が
な
さ
れ
る
か
と
い
う
、
支
配
者
と
服
従
者
と
の
相
互
作
用
が
重
視
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
が
さ
き
に
、
単
に
支
配
論
、
支
配
の
社
会
学
で
は
な
く
、
支
配
関
係
論
で
あ
る
と
い
っ
た
所
以
で
あ
る
。

　
第
二
の
点
は
、
類
型
化
の
原
理
を
、
支
配
者
と
服
従
者
と
の
間
の
“
優
劣
の
差
”
に
求
め
て
お
り
、
そ
の
差
の
大
小
に
よ
っ
て
、
先
ず

根
本
的
に
次
の
四
種
の
基
本
的
類
型
を
措
定
し
て
い
る
。

　
一
、
権
威
に
よ
る
支
配
関
係
…
…
権
威
支
配

　
二
、
権
力
に
よ
る
支
配
関
係
…
…
権
力
支
配

　
三
、
威
光
に
よ
る
支
配
関
係
…
…
威
光
支
配

　
四
、
カ
リ
ス
マ
に
よ
る
支
配
関
係
…
…
カ
リ
ス
マ
支
配

こ
の
う
ち
、
一
と
二
と
は
、
支
配
者
と
服
従
者
と
の
闘
に
、
対
等
関
係
（
競
争
、
闘
争
、
協
同
等
）
を
維
持
す
る
以
上
に
大
な
る
優
劣
の

差
が
存
し
て
い
る
が
、
三
と
四
に
比
べ
て
優
劣
の
差
が
小
で
あ
る
場
合
で
あ
り
、
従
っ
て
服
従
者
は
未
だ
支
配
者
に
対
し
て
知
的
な
接

近
、
判
断
、
評
価
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
程
度
の
優
劣
の
差
の
大
き
さ
に
両
者
の
閥
係
が
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
競
争
や
闘
争
が
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可
能
な
程
度
の
均
衡
は
、
も
は
や
両
者
の
間
の
優
劣
の
大
な
る
差
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
優
劣
の
差
は
劣
者

で
あ
る
服
従
老
の
側
か
ら
知
的
に
判
定
で
き
る
限
界
を
こ
え
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
三
は
、
優
劣
の
差
が
伝
統
の
枠
内

で
極
度
に
大
き
い
場
合
、
四
は
優
劣
の
差
が
無
条
件
的
に
絶
大
で
あ
る
場
合
に
成
立
、
存
続
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
三
と
四
の
場
合
に

は
、
服
従
老
は
支
配
者
に
対
し
て
、
も
は
や
知
的
に
接
近
し
、
判
断
し
、
評
価
す
る
こ
と
の
全
く
不
可
能
な
、
い
わ
ゆ
知
酌
無
産
者
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
一
の
権
威
支
配
と
二
の
権
力
支
配
と
は
、
い
か
に
区
別
さ
れ
る
か
と
云
う
と
、
そ
れ
は
さ
き
に
述
べ
た
特
質
の
第
一
の
点
と

関
連
し
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
権
威
は
支
配
が
服
従
者
に
対
し
て
彼
の
意
欲
を
促
進
す
る
よ
う
に
行
使
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
権
力
は
反

対
に
支
配
が
服
従
考
に
対
し
て
彼
の
意
欲
を
阻
害
す
る
よ
う
に
機
能
す
る
場
合
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
第
一
の
特
質
を
中
心
と
し
て
さ
き
の
四
つ
の
基
本
的
類
型
を
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
如
く
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
支
配
者
τ
　
　
　
　
　
↓
服
従
者

　
　
一
、
権
　
威
　
指
　
導
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
悦
　
服

　
　
　
　
　
　
　
（
利
他
的
）

　
　
二
、
権
力
強
制
↑
　
　
　
　
↓
屈
服

　
　
　
　
　
　
　
（
主
我
的
）

　　

O
、
威
光
灘
禦
勲
　
　
　
告
従

　　

l
、
力
丑
撫
蝦
密
　
　
点
依

（
鎧
）
　
威
光
に
つ
い
て
は
、
臼
井
氏
は
ド
ご
8
豆
9
℃
お
㎝
二
α
Q
ρ
一
①
5
を
高
く
評
緬
さ
れ
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

以
下
暫
ら
く
第
三
の
威
光
を
中
心
と
し
て
同
氏
の
所
論
を
引
用
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
”
優
劣
の
差
が
極
度
に
増
大
す
れ
ぽ
、

　
　
　
支
配
変
動
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝

上
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暫
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＝
一

位
者
の
行
為
は
下
位
者
に
と
っ
て
分
析
把
捉
批
翻
評
価
が
不
可
能
と
な
る
。
極
め
て
大
な
る
優
劣
の
差
の
存
す
る
事
は
感
ぜ
ら
れ
つ
二

も
、
そ
の
差
が
如
何
な
る
点
に
煮
て
如
何
な
る
方
向
に
何
を
基
礎
と
し
て
如
何
な
る
度
に
於
て
存
在
す
る
か
、
又
上
位
老
の
支
配
の
発
動

す
る
四
域
意
図
手
段
影
響
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
明
確
に
さ
れ
難
く
な
る
。
即
ち
下
位
者
は
上
位
者
に
知
的
に
近
づ
く
事
が
不
可

能
と
な
り
、
上
位
者
に
対
し
て
論
理
も
直
観
も
適
用
し
得
ざ
る
に
至
る
。
（
質
。
鐸
帥
H
鐸
◎
｛
剛
。
σ
q
芦
。
亀
署
。
・
9
剛
三
ρ
三
〇
P
ゼ
⑦
o
唱
。
蔦

牢
。
践
σ
q
ρ
や
菱
刈
）
：
…
・
…
中
略
…
…
斯
か
る
高
度
の
優
越
を
保
持
す
る
上
位
者
の
為
す
と
こ
ろ
が
、
下
位
老
に
よ
っ
て
総
て
無
批
判
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ

認
容
さ
れ
る
は
当
然
で
あ
り
、
前
者
の
命
令
支
配
に
対
し
て
後
者
は
專
ら
盲
層
的
に
服
従
す
る
の
み
で
あ
る
。
此
処
に
発
て
上
位
者
の
下

位
者
に
対
す
る
態
度
が
主
我
的
な
る
か
否
か
、
誰
そ
の
行
為
命
令
が
如
何
な
る
事
情
動
機
に
根
ざ
す
か
、
更
に
は
そ
の
優
越
が
真
実
の
内

容
を
伴
っ
て
み
る
か
否
か
さ
へ
も
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
彼
の
支
配
は
無
条
件
に
（
伝
統
の
枠
内
で
…
…
筆
者
記
）
服
従
を
見
出
す
の
で

あ
る
。
漸
く
の
如
き
絶
対
的
支
配
を
確
保
す
る
勢
力
を
権
力
及
び
権
威
か
ら
区
別
し
て
威
光
（
勺
H
o
o
り
鑓
σ
q
o
）
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ

う
。
絶
対
的
な
る
が
故
に
緯
意
的
に
発
動
し
得
る
威
光
は
、
阻
害
的
促
進
的
の
何
れ
で
も
あ
り
得
る
が
、
之
に
対
す
る
服
従
は
屈
服
（
権

カ
ー
阻
害
的
…
…
筆
岩
記
）
乃
至
悦
服
（
権
威
一
悦
服
…
…
筆
港
記
）
よ
り
も
む
し
ろ
盲
従
で
あ
る
。
」
（
「
身
分
」
二
十
一
頁
⊥
　
十
二
頁
）

（
註
）

高
圏
保
馬
氏
も
そ
の
著
「
勢
力
論
」
の
な
か
で
、
威
光
を
“
計
り
が
た
き
高
さ
・
藩
し
い
距
離
に
あ
る
”
（
照
十
一
頁
）
勢
力
と
見
な
し
、
か
か
る
威
光
と
梅
誠
と

の
相
違
を
論
じ
て
“
権
威
に
あ
っ
て
は
そ
れ
に
従
ふ
こ
と
が
邑
ら
価
値
に
於
て
高
ま
る
所
以
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
庇
護
と
助
畏
と
を
期
待
し
得
る
所
以
で
も
あ

る
。
誰
時
に
従
属
奮
は
其
勢
力
に
よ
っ
て
強
圧
を
感
ず
る
よ
り
も
、
愛
着
と
ま
た
高
窪
り
を
す
ら
も
感
ず
る
。
こ
れ
に
反
し
て
威
光
に
あ
っ
て
は
主
体
間
の
距
離
が
あ

ま
り
に
も
大
き
い
”
（
四
十
二
頁
）
と
し
て
、
そ
れ
は
も
は
や
一
定
の
標
準
に
よ
る
服
従
者
の
判
断
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
以
上
簡
単
に
臼
井
茂
の
支
配
類
型
論
の
骨
子
だ
け
を
紹
介
し
た
が
、
そ
れ
で
は
こ
れ
等
の
類
型
間
に
は
ど
の
よ
う
な
動
態
的
窪
窪
が
考

え
ら
れ
て
い
る
か
を
次
に
考
察
し
て
み
よ
う
。
率
直
に
煮
っ
て
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
同
氏
自
身
、
筆
者
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
類
型

間
の
動
態
的
関
連
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
て
は
い
な
い
し
、
又
そ
れ
は
同
氏
の
主
た
る
関
心
で
も
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
全
く
問
題
に
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
間
接
的
と
云
お
う
か
、
側
彌
か
ら
と
云
お
う
か
、
例
え
ば
権
力
・



　
権
威
か
ら
威
光
へ
の
変
動
過
程
に
つ
い
て
威
光
の
成
立
に
と
っ
て
時
の
経
過
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
、
次
の
如
く
論
じ
て
い
る
の
で

　
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
”
絶
対
的
支
配
の
蓋
然
性
を
有
つ
威
光
に
も
、
一
の
特
殊
な
制
約
が
附
随
す
る
。
そ
れ
は
即
ち
時
の
舗
約
で
あ
る
。
甚

　
　
大
な
る
優
越
も
そ
れ
が
成
立
せ
る
当
初
は
、
そ
れ
の
成
立
の
過
程
や
根
拠
手
段
等
を
知
る
者
多
く
、
従
っ
て
批
鄭
重
判
が
容
易
で
あ
り
、

　
　
又
類
か
る
優
越
に
至
る
以
前
に
は
、
後
の
優
越
の
主
体
に
対
し
て
何
等
劣
る
事
な
か
り
し
者
や
、
む
し
ろ
よ
り
大
な
る
優
越
を
有
し
て
上

　
　
位
に
在
っ
た
者
も
少
く
な
い
の
が
常
で
あ
り
、
又
此
等
の
中
、
特
に
事
を
共
に
し
労
苦
を
一
に
せ
る
響
き
同
志
や
血
族
等
は
実
力
功
績
に

　
　
於
て
敢
て
譲
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
繁
き
接
触
交
渉
に
よ
っ
て
、
優
越
の
主
体
の
弱
点
欠
点
を
熟
知
す
る
が
故
に
、
尚
者
の
間
に
隔
絶
的

　
　
な
る
距
離
を
感
ず
る
事
な
く
、
む
し
ろ
本
藍
論
難
さ
へ
伽
へ
易
い
。
此
の
故
に
威
光
の
急
速
な
る
確
立
を
図
る
に
は
、
過
去
を
知
る
者
の

　
　
圏
外
に
出
る
か
、
又
は
過
去
を
知
る
者
を
排
除
す
る
を
要
す
る
。
予
言
者
が
郷
里
に
容
れ
ら
れ
ざ
る
は
先
な
る
場
合
と
連
関
し
、
独
裁
制

　
　
的
支
配
者
が
同
志
血
族
等
を
排
除
す
る
こ
と
あ
る
は
後
の
場
合
に
あ
た
る
。
併
し
な
が
ら
時
は
人
の
過
虫
を
次
第
に
忘
却
の
中
へ
葬
り
去

　
　
り
、
過
虫
を
物
語
る
毒
物
を
壇
滅
に
帰
せ
し
め
る
。
こ
れ
と
同
時
に
過
宏
を
語
る
人
も
減
じ
知
る
に
由
な
き
斯
か
る
過
去
に
つ
い
て
知
ら

　
　
ん
と
す
る
関
心
も
乏
し
く
な
り
、
只
現
在
の
甚
大
な
る
優
越
を
そ
の
儘
に
受
入
れ
、
認
容
し
て
、
之
に
畏
敬
と
服
従
と
を
捧
げ
る
の
み
と

　
　
な
る
。
威
光
の
真
に
確
立
す
る
は
此
の
時
で
あ
っ
て
、
此
処
に
至
る
ま
で
に
は
二
世
代
三
世
代
を
必
要
と
す
る
。
而
し
て
高
き
身
分
の
保

　
　
持
が
続
け
ば
、
此
の
地
位
に
あ
っ
て
の
支
配
も
自
ら
そ
の
形
態
を
持
続
す
る
が
故
に
、
支
配
形
態
が
慣
習
化
乃
至
伝
統
化
し
、
人
は
之
に

　
　
慣
れ
て
何
等
之
を
疑
ふ
事
も
な
く
即
自
的
に
之
に
従
ふ
に
至
る
け
れ
ど
も
、
若
し
上
位
者
が
支
配
の
伝
統
的
形
態
を
破
っ
て
、
新
た
な
る

　
　
方
法
手
段
を
用
み
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
従
前
の
郡
自
的
服
従
の
態
度
は
否
定
を
受
け
て
対
自
的
と
な
り
、
や
が
て
そ
の
対

　
　
象
た
る
支
配
の
新
形
態
に
対
し
て
、
分
析
批
判
を
加
へ
る
の
態
度
（
権
威
や
権
力
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
態
度
…
…
筆
者
記
）
に
出
て
、
威

　
　
光
は
傷
け
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
”
。
（
「
身
分
」
二
十
六
買
1
二
十
七
頁
）

　
　
　
以
上
長
く
原
文
を
引
翔
し
た
が
、
要
す
る
に
権
威
・
権
力
か
ら
威
光
へ
の
動
態
的
関
連
が
同
氏
に
お
い
て
は
時
間
の
経
過
を
媒
介
と
し

　
　
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
何
故
権
威
又
は
権
力
が
長
期
間
、
そ
れ
自
体
と
し
て
存
続
し
、
や
が
で
威
光
に
変
質
す
る
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鰯　
　
か
に
つ
い
て
、
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
臼
井
氏
は
権
力
の
場
合
に
は
、
究
極
的
に
は
服
従
奢
の
“
価
値
の
顯
倒
”
が
服
従
行
為
（
屈
服
）

　
　
の
内
か
ら
そ
れ
が
生
ず
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
阻
害
さ
れ
た
意
欲
の
対
象
を
価
値
な
き
も
の
と
し
て
逆
に
意
欲
の
対
象
と
は
反

　
　
対
の
も
の
一
抑
圧
さ
れ
て
い
る
現
状
そ
の
も
の
を
価
値
あ
り
と
す
る
。
例
え
ば
清
貧
を
た
た
え
窟
貴
を
賎
し
め
る
）
他
方
権
威
の
場
舎
に

　
　
つ
い
て
は
、
同
氏
は
特
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
筆
者
は
権
威
か
ら
権
威
主
義
へ
の
内
的
変
化
の
う
ち
に
そ
の
可
能
性
を

　
　
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
（
拙
稿
「
権
威
し
教
育
社
会
学
辞
典
、
三
百
三
十
三
頁
、
一
九
六
七
年
）
　
す
な
わ
ち
、

　
　
権
威
に
よ
る
指
導
に
服
従
者
が
悦
服
す
る
の
は
彼
が
権
威
に
従
え
ば
自
己
の
判
断
と
自
力
に
よ
る
以
上
に
、
よ
り
効
果
的
能
率
的
に
自
己

　
　
の
欲
求
を
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
が
、
服
従
者
が
そ
う
す
る
こ
と
に
徹
底
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
彼
等
の
行
為
は
他
律
的
と
な

　
　
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
か
く
し
て
権
威
は
、
そ
れ
に
遽
標
す
る
服
従
者
の
自
ら
に
よ
る
主
体
的
な
判
断
中
止
を
結
果
せ
し
め
、
権
威
に
対
し

　
　
て
盲
目
的
服
従
の
態
度
を
醸
成
し
、
こ
れ
と
対
応
し
て
支
配
者
の
権
威
主
義
態
度
が
強
化
さ
れ
、
や
が
て
威
光
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
と
な

　
　
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
権
威
、
権
力
、
威
光
の
三
類
型
間
の
動
態
的
関
連
に
つ
い
て
は
、
臼
井
氏
の
場
合
、
正
面
か
ら
と
り
あ

　
　
げ
ら
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
側
面
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
右
の
如
く
権
威
。
権
力
か
ら
威
光
へ
の
直
線
型
の
変
動
過
程

　
　
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
権
威
と
権
力
の
間
、
更
に
は
カ
リ
ス
マ
と
他
の
三
類
型
と
の
間
の
動
態
的
関
連
は
、

　
　
少
な
く
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
内
的
原
理
か
ら
は
殆
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
優
し
カ
リ
ス
マ
の
場
合
に
は
、
同
氏
は
根
本
的
に
ウ
ェ
…
バ

　
　
…
に
拠
っ
て
い
る
か
ら
、
さ
き
に
ウ
ェ
ー
バ
…
に
就
い
て
カ
リ
ス
マ
と
伝
統
に
関
し
て
検
討
し
た
私
見
が
、
臼
井
幾
の
場
合
カ
リ
ス
マ
と

　
　
威
光
と
の
閣
の
関
連
に
就
い
て
も
、
あ
る
程
度
ま
で
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
、
深
く
立
ち
入
ら
な
い
こ

　
　
と
に
す
る
。

　
　
　
要
す
る
に
田
井
氏
の
支
配
関
係
論
は
類
型
論
の
立
場
か
ら
は
社
会
学
的
に
極
め
て
す
ぐ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
変
動
論
の
立
場
か

　
　
ら
は
、
な
お
多
く
の
閥
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
後
進
の
筆
者
達
に
よ
っ
て
今
後
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。



四

　
　
　
か
つ
て
の
支
配
類
型
論
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
筆
者
は
最
後
に
、
そ
し
て
第
三
に
G
・
ジ
ソ
メ
ル
の
そ
れ
を
あ
げ
、
こ
れ
ま
で
と

　
　
岡
様
に
概
説
と
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
結
論
と
し
て
私
見
を
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

　
　
　
ジ
ソ
メ
ル
の
支
配
論
は
、
彼
の
社
会
学
の
主
著
ω
o
N
箆
。
α
Q
δ
お
O
。
。
の
第
三
章
に
、
φ
び
の
㍗
§
山
¢
舞
臼
。
壁
心
§
σ
Q
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の

　
　
下
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
支
配
の
社
会
学
と
は
ち
が
っ
て
、
わ
が
国
で
は
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
殆

　
　
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
お
ら
ず
、
わ
ず
か
に
近
年
に
至
っ
て
若
子
の
論
文
（
阿
閉
吉
男
氏
「
支
配
の
社
会
学
ー
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
の
ば
あ
い

　
　
一
」
武
田
良
三
博
士
古
稀
記
念
「
近
代
社
会
と
総
会
学
」
一
九
七
一
年
、
拙
稿
「
単
独
支
配
の
研
究
扁
哲
学
論
集
第
四
簿
、
　
～
九
五
八
年
ほ
か
数
量
）

　
　
及
び
原
典
の
邦
訳
（
屠
安
正
二
二
「
社
会
分
化
論
・
社
会
学
」
中
の
支
総
論
、
現
代
社
会
学
大
系
第
一
巻
「
ジ
ン
メ
ル
」
一
九
七
〇
年
脊
木
書
店
）
が

　
　
公
刊
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

　
　
　
右
の
ジ
ン
メ
ル
の
支
配
論
の
な
か
で
、
支
配
類
型
論
が
占
め
る
地
位
の
重
要
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
云
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る

　
　
が
（
例
え
ば
支
配
論
八
十
五
頁
中
で
類
型
論
は
実
に
五
十
滋
頁
を
占
め
て
お
り
、
全
体
の
約
六
十
四
％
で
あ
る
）
、
そ
れ
は
次
の
三
種
の

　
　
基
本
形
態
に
つ
い
て
の
論
議
で
あ
る
。

　
　
　
一
、
単
一
支
配
（
黛
Φ
頓
ぴ
2
。
凱
妻
轟
く
§
Φ
ぎ
①
ヨ
澗
ぎ
。
ぎ
鶏
）

　
　
　
二
、
集
団
支
配
（
象
。
¢
び
費
。
a
慧
護
く
g
①
ぎ
①
H
ρ
ξ
℃
①
）

　
　
　
三
、
組
織
支
配
（
島
①
¢
ぴ
Φ
δ
＆
類
§
σ
q
〈
§
Φ
同
ま
円
。
ど
。
二
重
詳
。
・
臨
Φ
ω
ω
。
・
或
。
♪
。
・
①
簡
窃
罷
Φ
帥
旧
窪
竃
餌
。
簿
）

　
　
こ
れ
ら
の
三
種
の
基
本
形
態
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
を
試
み
る
な
ら
ば
、
先
ず
第
一
の
単
一
支
配
は
、
支
配
が
原
則
的
に
、
た
だ
一
人
の

　
　
支
配
老
（
文
字
通
リ
ワ
ン
マ
ン
）
の
個
人
的
決
定
に
よ
っ
て
全
く
任
意
に
行
わ
れ
る
形
態
で
あ
り
、
服
従
老
に
対
す
る
命
令
の
最
終
決
定

　
　
権
を
如
何
な
る
場
合
に
も
一
人
の
支
配
者
が
そ
の
最
高
の
地
位
に
於
て
常
に
確
保
し
て
い
る
様
式
で
あ
る
。
要
す
る
に
支
配
者
は
た
だ
一

675　
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ヵ
ミ

　
　
人
、
い
わ
ば
“
上
御
一
人
”
で
あ
っ
て
、
彼
の
有
す
る
特
定
の
人
格
（
同
房
。
器
一
ξ
）
が
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
支
配
に
決
定
的
影
響
を
与

　
　
え
ず
に
は
措
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
第
二
の
集
団
支
配
は
、
支
配
老
が
常
に
優
越
的
地
位
に
あ
る
人
人
の
集
団
そ
れ
自
体
で
あ
っ
て
、
こ
の
集
団
に
属
す
る
個
々
の
成
員

　
　
は
、
当
該
支
配
集
団
の
構
成
員
以
上
の
何
者
で
も
な
く
、
又
櫓
成
員
と
し
て
各
自
が
平
等
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
従
っ
て
集
団
支

　
　
配
は
支
配
が
必
ず
優
越
的
地
位
に
あ
る
人
々
の
集
団
的
意
志
決
定
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
支
配
集
団
の
決
議
に
従
っ
て
、
或
い
は
そ
れ
を
最

　
　
優
先
す
る
も
の
と
し
て
常
時
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
原
翔
と
す
る
交
配
形
態
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
第
一
の
“
ワ
ン
マ
ン
シ
ッ
プ
型
”
に
対
す

　
　
る
“
集
団
指
導
制
型
”
で
あ
る
。

　
　
第
滋
の
組
織
支
配
は
、
広
い
意
味
で
の
支
配
の
制
定
さ
れ
た
秩
序
又
は
規
則
に
遵
っ
て
、
そ
れ
を
最
高
至
上
の
も
の
と
し
て
遵
守
す
る

　
　
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
が
純
粋
に
客
観
的
な
場
に
お
い
て
（
す
な
わ
ち
感
情
論
抜
き
の
冷
静
な
場
に
お
い
て
）
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
根
本
原

　
　
理
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
支
配
者
が
一
人
で
あ
ろ
う
と
、
集
団
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
こ
と
に
直
接
か
か
わ
ら
な
い
（
支
配
の

　
　
場
が
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
あ
れ
ば
、
一
人
又
は
少
数
で
あ
ろ
う
し
、
マ
ク
ロ
な
次
元
と
も
な
れ
ば
多
数
者
で
あ
っ
た
り
集
団
で
あ
る
こ
と

　
　
も
考
え
ら
れ
る
）
。
支
配
の
ル
ー
ル
を
忠
実
に
守
る
か
ぎ
り
、
又
そ
の
能
力
や
資
格
の
あ
る
か
ぎ
り
（
法
の
番
人
と
し
て
）
支
配
者
は
何

　
　
人
で
あ
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
組
織
支
配
は
支
配
者
の
地
位
が
最
高
度
の
開
放
性
を
有
す
る
形
態
で
あ
る
と
云

　
　
え
よ
う
。
又
こ
の
種
の
形
態
は
、
客
観
性
（
○
ぼ
①
護
く
臨
帥
）
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
に
お
い
て
最
も
高
度
な
る
も
の
で
あ

　
　
り
、
温
良
支
配
は
こ
れ
に
つ
ぎ
、
単
扁
支
配
は
最
も
低
度
な
る
形
態
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
反
面
、
い
わ
ゆ
る
支
配
の
人
格
性
（
頴
「
。
・
α
コ
解

　
　
。
算
Φ
謬
例
え
ば
屡
々
服
従
者
が
感
泣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
支
配
者
の
恩
恵
、
恩
沢
の
情
）
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
単
一
支
配

　
　
が
最
も
高
度
に
そ
れ
を
実
現
す
る
可
能
性
の
大
な
る
形
態
で
あ
り
、
集
団
支
配
が
こ
れ
に
つ
ぎ
、
非
人
格
組
織
支
配
は
文
字
通
り
に
最
も

　
　
低
度
な
る
も
の
で
あ
る
。



（
註
）

　
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
は
注
臼
と
尊
敬
の
的
に
な
る
も
の
は
、
あ
る
縛
定
の
入
間
、
独
蒋
の
人
梅
で
あ
っ
て
、
北
米
合
衆
闘
の
如
く
彼
の
占
め
て
い
る
社
会
的
地
位
や

役
割
で
は
な
い
と
い
う
ホ
ワ
イ
ト
と
ホ
ー
ム
パ
ー
ク
の
言
葉
は
単
一
支
配
と
組
織
支
配
の
摺
違
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
（
≦
●
質
を
ξ
触
知
〉
．
訟
9
旨
σ
醇
α
q
”

．
．
↓
げ
①
0
8
笥
器
8
出
O
鉱
2
同
。
。
．
、
寓
己
ヨ
β
・
μ
○
嶺
勲
艮
養
9
P
閃
ロ
一
一
「
一
〇
笥
）
。
卑
近
な
例
で
、
こ
の
三
種
の
支
配
形
態
の
具
体
鯛
を
あ
げ
れ
ぽ
、
大
学
行
政
に
お
け
る
教

授
会
の
決
定
は
第
…
…
の
集
國
支
配
に
、
事
務
局
の
事
務
的
処
理
は
第
三
の
導
入
格
的
組
織
支
配
に
、
学
長
や
理
事
長
の
専
決
又
は
彼
等
へ
の
一
任
は
第
　
の
単
【
支
配

に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
云
え
る
。
大
学
が
こ
れ
ら
の
何
れ
に
よ
っ
て
主
と
し
て
運
営
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
大
学
の
性
絡
は
著
し
く
影
響
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
又
事
実

上
、
特
定
の
大
学
創
設
者
も
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
受
人
の
精
神
や
方
針
が
常
に
強
調
さ
れ
る
大
学
と
教
授
会
の
自
治
が
大
学
の
自
由
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
璽
要
視
さ

れ
る
大
学
と
事
務
局
の
意
向
が
有
力
で
あ
る
よ
う
な
大
学
の
区
別
も
【
種
の
大
学
観
と
し
て
な
り
た
つ
で
あ
ろ
う
。

　
　
と
こ
ろ
で
ジ
ソ
メ
ル
は
更
に
、
第
三
の
組
織
支
配
に
つ
い
て
、
三
種
…
要
約
す
れ
ば
二
種
の
下
位
形
態
を
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼

　
　
の
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
筆
老
の
考
え
に
従
っ
て
簡
単
に
述
べ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
一
、
初
期
の
形
態
一
外
的
権
力
形
態

　
　
　
二
、
中
間
的
形
態
一
内
的
権
力
形
態
（
過
渡
的
形
態
）

　
　
　
三
、
後
期
最
終
的
形
態
！
一
意
味
的
権
力
形
態

　
　
第
哺
の
形
態
は
ジ
ン
メ
ル
が
裡
会
的
権
力
（
。
。
o
N
繊
①
鏡
帥
。
欝
）
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
客
観
的
非
人
格
的
支
配
秩
序
（
具
体
的

　
　
に
は
法
規
等
）
が
服
従
者
に
と
っ
て
未
だ
外
的
に
存
在
す
る
秩
序
と
し
て
外
部
か
ら
服
従
者
を
規
制
し
管
理
し
支
配
し
て
い
る
よ
う
な
段

　
　
階
で
あ
る
。
し
か
る
に
第
二
の
形
態
は
、
そ
う
し
た
客
観
的
非
人
格
的
支
配
秩
序
が
徐
々
に
服
従
者
の
内
に
定
着
し
、
い
わ
ば
社
会
的
規

　
　
範
と
し
て
内
面
化
す
る
段
階
で
あ
る
。
外
部
か
ら
服
従
者
の
行
為
（
服
従
行
為
）
を
規
制
し
て
い
た
秩
序
や
法
規
が
今
や
服
従
者
の
内
な

　
　
る
声
と
し
て
、
服
従
者
は
自
己
の
高
な
る
秩
序
に
遵
う
よ
う
な
段
階
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
第
叢
の
段
階
は
ジ
ン
メ
ル
が
理
念
的
権
力

　
　
（
箆
亀
・
ζ
£
。
。
卸
　
筆
者
は
以
下
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
と
し
て
の
権
力
と
呼
ぶ
）
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ
り
、
服
従
者
の
内
に
内
面
化
七
た

　
　
客
観
的
非
人
格
的
秩
序
が
や
が
て
個
人
と
社
会
と
の
一
切
の
対
立
の
彼
岸
に
存
す
る
意
味
的
存
在
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
来
る
の
で
あ

珊　
　
　
　
　
　
　
支
配
変
動
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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一
八

る
。
そ
れ
は
社
会
的
存
在
物
と
し
て
の
支
配
秩
序
一
法
規
以
上
の
も
の
と
し
て
理
念
像
化
し
、
理
念
像
と
し
て
の
客
観
的
原
理
そ
れ
自

体
が
本
質
的
に
具
有
す
る
超
歴
史
的
超
社
会
的
な
妥
当
姓
か
ら
湧
き
出
で
て
来
る
も
の
と
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
服
従
と
云
う
行
為

は
此
の
段
階
に
至
る
と
、
も
は
や
特
定
の
支
配
者
芝
煮
支
配
秩
序
に
捧
げ
ら
れ
る
も
の
と
云
う
よ
り
も
、
そ
う
し
た
理
念
像
が
服
従
者
の

服
従
行
為
を
介
し
て
自
己
自
身
を
実
現
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

（
註
）

　
わ
が
国
の
江
戸
幕
当
体
劇
後
期
に
至
っ
て
大
成
し
た
と
云
わ
れ
る
「
武
士
道
」
を
例
に
と
れ
ば
、
“
漕
に
忠
な
る
こ
と
”
は
、
も
は
や
環
礁
の
支
配
－
服
従
関
係
に

お
け
る
臣
下
と
し
て
の
自
己
や
、
自
己
が
禄
駕
し
て
い
る
特
定
の
霊
鴛
運
脚
の
た
め
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
主
繋
が
誰
で
あ
ろ
う
と
又
隠
下
が
自
己
で
あ
ろ
う
と
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
何
入
で
あ
ろ
う
と
も
、
い
や
し
く
も
霊
を
も
つ
武
士
と
し
て
絶
対
に
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
真
の
武
士
道
精
神
の
自
己
長
石
、
自
配
発
露
と

し
て
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
封
建
授
会
の
捷
が
武
士
た
る
自
己
に
忠
義
を
命
ず
る
（
外
的
強
鋼
）
の
で
も
な
く
、
武
士
た
る
自
己
に
内
面
化
し
た
忠
義
の
心
が
他
の

諸
々
の
欲
望
を
も
っ
た
自
己
に
忠
節
を
要
求
す
る
（
内
的
強
制
）
の
で
も
な
く
、
絶
対
的
観
念
態
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
存
在
）
に
ま
で
昇
華
し
き
っ
た
武
士
道
が
武
士

た
る
爵
己
を
介
し
て
そ
れ
自
身
を
実
潤
し
て
い
く
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
今
や
、
た
と
え
天
地
が
崩
れ
て
も
、
法
は
守
ら
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず
で
あ
る
。
（
森

鴎
外
「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
轡
」
参
照
）

　
以
上
に
よ
っ
て
一
応
、
ジ
ン
メ
ル
の
支
配
類
型
論
の
大
要
を
極
め
て
簡
略
な
形
で
、
又
多
少
と
も
筆
者
の
考
え
を
ま
じ
え
乍
ら
紹
介
し

お
わ
っ
た
。
そ
れ
で
は
彼
の
支
配
の
三
種
の
基
本
的
類
型
の
間
に
は
如
何
な
る
内
的
動
態
的
関
連
が
理
論
的
に
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
二
老
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
臼
井
氏
）
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
、
ジ
ン
メ
ル
に
あ
っ
て
も
積
極
的
な
提
言
は
殆
ん

ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
乍
ら
、
彼
が
随
所
で
部
分
的
燗
別
的
に
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
を
筆
者
な
り
に
接
合
し
て
、
筆
者
自
身
の
支

配
変
動
論
の
立
場
か
ら
再
構
成
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
次
の
如
き
類
型
間
の
動
態
的
関
連
が
析
出
さ
れ
う
る
よ
う
で
あ
る
。

　
先
ず
、
は
じ
め
に
彼
の
言
葉
に
従
っ
て
、
糖
葉
の
基
本
的
形
態
の
う
ち
で
最
も
根
本
的
且
つ
始
原
的
形
態
（
』
δ
｛
§
嫌
忌
窪
琶
Φ
F

蝕
の
で
ユ
津
野
。
男
。
§
）
と
し
て
の
単
一
支
配
を
起
点
と
し
て
、
そ
れ
と
集
団
支
配
と
の
関
連
を
考
え
て
み
る
と
、
単
一
支
配
は
そ
れ
の
内
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的
構
造
原
理
の
な
か
に
集
団
支
配
へ
の
変
動
の
可
能
性
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ジ
ン
メ
ル
霞
身
が
単
一

支
配
の
純
粋
型
に
於
い
て
は
、
又
歴
史
的
事
実
と
し
て
も
、
支
配
者
が
自
己
の
支
配
を
維
持
存
続
せ
し
め
る
た
め
に
服
従
者
を
平
準
化
し

（
臥
く
。
＝
圃
①
村
荘
）
彼
を
取
り
巻
く
支
配
の
中
枢
・
側
近
に
於
い
て
も
平
凡
中
庸
の
人
材
し
か
用
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
直
ち
に
そ
の
可

能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
単
一
支
配
の
後
継
者
は
単
一
支
配
者
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
車
越
せ
る
人
物
と
し
て

は
養
成
さ
れ
ず
、
彼
の
支
配
を
彼
の
意
の
ま
ま
に
行
使
す
る
中
間
的
媒
介
者
と
し
て
単
な
る
”
能
吏
”
以
上
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ

る
。
又
他
方
に
於
い
て
単
一
支
配
の
場
合
に
は
、
組
織
支
配
の
如
く
支
配
に
関
す
る
法
規
等
が
十
分
に
完
成
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
単
一

支
配
者
の
後
継
者
に
つ
い
て
単
一
支
配
を
存
続
さ
せ
る
た
め
の
確
國
た
る
客
観
的
な
原
理
原
則
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
何
と
な
れ
ば
若

し
そ
う
し
た
原
理
原
則
が
確
立
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
こ
と
自
体
す
で
に
単
一
支
配
の
純
粋
型
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
以
上
二
つ
の
特
質
か
ら
単
一
支
配
は
必
然
的
不
可
避
的
に
遭
遇
せ
ざ
る
を
え
な
い
支
配
者
の
死
や
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
、
そ

の
あ
と
は
か
っ
て
単
一
支
配
の
中
枢
や
側
近
に
位
置
し
て
い
た
複
数
の
人
々
に
よ
る
集
団
支
配
（
多
数
支
配
、
集
団
指
導
）
の
形
式
を
と

る
可
能
性
が
理
論
的
に
は
極
め
て
大
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
単
一
支
配
は
そ
の
内
的
基
本
的
な
特
性
か
ら
集
団
支
配
へ
と
連
関
す
る

蓋
然
性
を
本
来
内
含
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

　
次
に
集
鰯
支
配
か
ら
組
織
支
配
へ
の
変
動
連
関
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
集
団
支
配
が
集
団
支
配
と
し
て
存
続
し
て
行
け
ば
集
団
的

意
志
決
定
が
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
徐
々
に
か
又
は
急
速
に
か
積
み
重
ね
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
慣
例
、
先
例
、
内
規
、
法
規
の

類
を
発
生
せ
し
め
、
そ
の
よ
う
な
先
例
、
内
規
等
の
類
が
支
配
集
団
そ
れ
自
体
を
規
湖
す
る
機
能
的
存
在
と
な
り
、
や
が
て
は
集
団
支
配

が
実
質
的
に
は
組
織
支
配
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
集
団
支
配
か
ら
組
織
支
配
へ
の
変
動
連
関
の
可
能
性
に
つ
い
て

は
、
も
は
や
こ
れ
以
上
に
詳
し
く
述
べ
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
出
現
し
て
来
る
組
織
支
配
の
下
に
於
い
て
も
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
ジ
ソ
メ
ル
は
二
つ
乃
釜
三
つ

の
下
部
形
態
を
あ
げ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
最
初
に
外
在
的
で
あ
っ
た
客
観
的
法
規
の
類
が
服
従
者
の
う
ち
に
内
薗
化
し
、
や
が
て
そ
れ

　
　
　
　
支
配
変
動
論
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誓
学
研
究
第
五
百
三
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

鵬　
　
自
体
が
個
々
の
服
従
者
の
内
面
か
ら
意
味
的
存
在
へ
と
昇
華
し
て
い
く
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
を
要
約
す
れ
ば

　
　
　
単
一
支
配
一
集
団
支
配
1
↓
組
織
支
配
（
法
規
支
配
一
↓
イ
ギ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
）

　
　
と
な
り
、
こ
の
図
式
は
ま
た
、
極
め
て
マ
ク
p
な
表
現
を
す
れ
ば
“
人
格
支
配
一
編
人
格
支
配
”
と
し
て
把
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ

　
　
ろ
う
。

　
　
　
以
上
の
よ
う
に
ジ
ン
メ
ル
の
支
配
類
型
論
を
筆
者
の
支
配
変
動
論
の
立
場
か
ら
　
応
き
わ
め
て
簡
単
に
再
構
成
し
、
し
か
も
詳
細
な
説

　
　
明
を
す
べ
て
省
略
し
て
そ
の
骨
子
だ
け
を
述
べ
た
。
最
後
に
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
直
線
型
的
な
支
配
の
変
動
図
式
に
対
し
て
、

　
　
ジ
ン
メ
ル
自
身
も
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
組
織
支
配
に
於
け
る
、
特
に
そ
の
最
後
の
イ
デ
オ
潮
紅
…
支
配
に
於
け
る
支
配
の

　
　
硬
直
性
（
ω
霞
昏
簿
）
に
注
乱
し
、
そ
の
過
度
の
硬
直
化
の
進
行
自
体
（
例
え
ば
北
欧
や
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
な
ど
に
見
ら
れ
る
社
会
福

　
　
祉
政
策
の
行
き
づ
ま
り
現
象
に
見
ら
れ
る
）
が
、
再
び
単
一
支
配
を
招
来
す
る
可
能
性
の
大
な
る
こ
と
を
考
慮
し
て
支
配
変
動
の
循
環
理

　
　
論
を
筆
者
の
私
見
と
し
て
提
示
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
イ
デ
オ
μ
ギ
ー
支
配
は
支
配
の
論
理
か
ら
云
え
ば
、
最
も
理
想
的
で
究
極
的
形
態
で
は
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
意
味
的
存
在
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
キ

　
　
し
て
の
硬
直
性
の
故
に
、
や
が
て
は
そ
れ
の
崩
壊
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
秋
に
あ
た
っ
て
出
現
す
る
可
能
性
の
最
も
愚
な
る
支

　
　
配
の
類
型
は
ジ
ン
メ
ル
の
示
し
た
支
配
の
三
種
の
基
本
的
類
型
の
な
か
で
は
、
単
一
支
配
の
形
態
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
と
な
れ
ば
、
硬

　
　
直
化
し
な
が
ら
も
そ
れ
自
体
な
お
強
固
な
存
在
で
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
支
配
に
つ
づ
く
も
の
は
、
そ
れ
を
打
破
す
る
も
の
は
、
そ
れ
は
や

　
　
は
り
強
力
な
イ
デ
由
比
ギ
～
を
有
っ
た
支
配
の
理
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
単
に
既
存
の
客
観
的
非
人
格
的
な
意
味
的
存
在

　
　
と
し
て
の
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
で
は
も
は
や
な
く
し
て
、
一
入
の
偉
大
な
る
人
格
と
結
び
つ
い
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
体
現
し
て
い
る

　
　
一
人
の
支
配
謹
話
入
、
例
え
ば
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
カ
リ
ス
マ
的
支
配
者
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
呉
体
的
且
つ
歴
史
的
に
は
、
彼
は
中

　
　
興
の
祖
で
あ
っ
た
り
、
革
命
の
指
導
者
で
あ
っ
た
り
、
時
に
は
新
し
い
時
代
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
り
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
れ
ま
で
筆
者
な
り
の
支
配
変
動
論
の
立
場
か
ら
、
ウ
ェ
…
バ
i
、
臼
［
井
氏
、
ジ
ン
メ
ル
の
そ
れ
ぞ
れ
に
精
緻
な
支
配
類
型
論
を
一
通



り
紹
介
し
検
討
し
、
最
後
に
特
に
ジ
ソ
メ
ル
の
晃
解
に
よ
り
な
が
ら
、
多
少
と
も
筆
者
の
循
環
型
の
支
配
変
動
論
の
一
端
を
提
示
し
た
。

私
見
に
つ
い
て
は
全
く
序
説
の
域
を
出
ず
、
竜
頭
蛇
尾
に
終
っ
た
が
、
本
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
筆
老
の
支
配
変
動
論
に
つ
い
て
の

自
ら
の
基
本
的
態
度
を
一
言
述
べ
て
お
こ
う
。

　
本
稿
で
提
示
し
た
支
配
変
動
論
は
、
あ
く
ま
で
も
支
配
変
動
の
理
論
で
あ
っ
て
、
複
雑
ぎ
わ
ま
る
支
配
変
動
の
歴
史
的
現
実
の
記
述
や

説
明
で
は
な
い
。
そ
れ
が
歴
史
的
現
実
に
対
し
て
意
味
を
も
ち
、
有
意
義
で
あ
る
の
は
、
支
配
の
現
実
を
支
配
の
理
論
か
ら
は
ぼ
み
、
種

種
に
変
化
変
容
さ
せ
て
い
る
広
い
意
味
で
の
社
会
的
諸
条
件
を
探
索
す
る
の
に
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
社
会
学
者
に
と
っ
て
不
可
欠
の
羅
針

盤
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
実
が
現
在
現
処
に
於
い
て
羅
針
盤
通
り
に
進
ま
な
い
場
合
、
も
し
く
は
逆
に
羅
針
盤
通
り
に
進
み
そ
う
な
場

合
、
わ
れ
わ
れ
が
何
を
実
践
す
べ
き
か
は
、
研
究
者
と
し
て
よ
り
は
、
人
間
と
し
て
の
根
本
問
題
で
あ
ろ
う
。
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

T］te　otetline　of　sttch　an　article　as　aPPears　in　more　than　one　ftumbef”　of　this

maga2ine　isオ。う召g醜πt・9励8ブwith　the　las彦instalinentげ彦たθ碗漉

A　Theoretieal　SSudy　of　Dominance　and　Suberdination

by　Yoshisuke　lkeda

　　王難宅his　paper，　I　w鐵critic呈ze　and　reco礁s圭de脱he　typo玉ogies　of　dom圭na無ce

a簸dsubordlnance　developed　by　three　sociologis亡s，　Max　Weber，　Georg

Simmel　a職d　Jisho．　Us磁，　from　the　perspective　that　the圭r重ypologies　should

be　cons三（iered　　theoretically　as　the　intra－chan≦e　1）rocess　a鶏ong　　the

typologies．

　　Max　Webeガsもypology　of　dominance　ls　highly　evaluated　as　a　typology

三nthe之heore媛cal　se職se，　a丑d　圭s　theoreticaUy　effective　even　in　to（至ay’s

sociology。　However，　I　do　Ilot　th圭nk　that　we　can　find　a　systema亡三。　theory

of　tゐe　illtプα．change　process　among　h呈s　pr三mary　types，　that　is，　traditional

dominance，　charismat呈。　dom圭nance　and　rational　dominance．

　　1捻慮esa茎ne　way，　Jisho　Usu圭did　not　develop　syste搬atically　the　intra．

change　1）プocess　among　his　fo級r　types；a登thority，　power，　prest三ge　a無d

charisma，　if　Iookeδfrom　the　pers茎）ecもive　of　socia璽change，　inspite　of　his

well－organ量zed　typology，

　　When　we　develop　Georg　Slmmel’s犠nique　principal　typology　of

dominance；mono－dominance（die　Uberordnung　von　e圭nem　E圭nze里nen），

group－domin鋤ce　（d圭e　Uberordnung　von　e三登er　Gruppe）　and　legal．
　　　　　　　　　　　　　　の　ロ
domina箆ce，（die　Uberordnung　von　el亘er　objektiven，　sei　es　sozialen，　sei　es

ideale臓Macht）we　can　clarify　his　analysis　of　the　i71t7・a．cha／zge　pro‘ess

among　his　types　in　a£heore之ical　consistence．　Especially　his　three－stage．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



theory　of　legal－dominance　is　worth　while　to　be　reconsidered　and　re－

examined　in　developing　the　theorbl　of’　circular　process　of　change　on

dominance．　As　well　as　his　thoery　of　group　（small　group），　we　have　to

re－discover　Georg　Simmel’s　theory　of　dominance　in　the　modem　sociology，

Aske亡ch　onもhe肥laもionship　of　God　a無d北he　wor互d　in

“Whitehead’s　and　Nishida’s　philosephy　ef　religien

by　Seisaku　Yamamoto

　　Nishida　time　and　again　points　out　that　it　’is　with　the　relationship　of

God　and　the　wor｝d　that　religion　is　most　concerned．　ln　the　following　I

would　like　to　examine　the　problem　of　how　God　and　the　world　is　re！ated

to　each　other　in　Whitehead’s　and　Nishida’s　philosophy　of　religlon．

　　To　state　my　conclusion　first　as　to　this　problem，　it　seems　to　me　that

God　and　the　world　are　in　both　philosophers　conceived　to　be　in　panen－

tkeistic　relationshlp．　So　far　as　Whitehead’s　phiiosophy　of　organism　is

concerned，　many　of　its　interpreters　are　agreed　on　the　assertion　that　it

can　be　grasped　as　panentheistic．　On　the　other　hand，　in　his　final　writing

entitled　“The　topos－like　logic　and　the　religious　worldview”，　Nishida　says，

“My　standpoint　should　be　conceived　as　not　pantheistic　but　panentheistic・”

　　Then　what　is　panenthe1sm？　According　to　Die　Religion　in　Geschichte

tind　Gegenxvart，　it　is　K．　C．　F．　Kraus　（1781N1832）　who　gave　expression

to　this　concept　first　of　all．　ln　an　attempt　to　synthesize　theism　and　panth－

e三sm，　he　brough重out圭nto　rel三ef　the　doctr圭ne亡hat　a11亡hi烈gs　are　in　God

and　．called　it　as　panentheism，

　　On　the　one　hand，　in　theism　ernphasis　is　put　on　the　¢ontention　that

God　transcends　the　world　as　tke　personal　existent．　ln　this　case，　God　tends

to　be　assurned　in　the　figure　of　despot　who　accuses　man　of　his　sinfulness

to　the　bottom．　On　the　other，　pantheism　which　identifies　God　with　the

worid，　emphasizes　so　much　the　immanenc　of　God　in　the　world　that　the

transcendent　personal　existence　of　God　is　apt　to　be　negated．　ln　an　ende一

2


