
T
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
お
け
る
「
合
議
制
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」

と

「
専
門
職
」
を

め
ぐ
っ
て1

故
タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
謝
教
授
を
偲
ぶ
一

溝
　
部
　
明
　
男
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本
稿
は
、
　
一
九
七
八
年
十
二
月
五
臼
京
大
会
館
に
お
い
て
、
京
都
大
学

文
学
部
社
会
学
研
究
室
の
主
催
に
よ
っ
て
翻
催
さ
れ
た
、
敏
タ
ル
コ
ッ
ト

・
パ
ー
ソ
ン
ズ
教
授
（
↓
既
o
o
霧
℃
9
。
話
。
諺
μ
⑩
O
楠
一
H
⑩
δ
）
の
講
演
を
紹

介
し
（
第
一
章
）
、
続
い
て
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
間

題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
背
後
に
横
た
わ
る
理
論
的
文
脈
と
関
連
づ
け
つ

つ
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
第
二
・
三
・
四
章
）
。
第
二
章
以

下
で
は
、
と
く
に
酸
・
ヴ
ェ
！
パ
：
と
の
関
連
、
そ
れ
も
パ
ー
ソ
ン
ズ
に

と
っ
て
の
批
判
的
準
拠
点
と
し
て
の
ヴ
ェ
ー
バ
：
と
い
う
側
面
に
焦
点
を

あ
わ
せ
て
い
る
。

　
こ
の
講
演
は
、
　
一
九
七
八
年
の
秋
、
数
授
が
、
関
西
学
院
大
学
の
招
待

に
よ
っ
て
、
同
大
学
に
お
け
る
特
別
講
義
の
た
め
に
碍
本
に
滞
在
中
、
特

に
、
京
都
大
学
文
学
部
社
会
学
研
究
室
の
希
盟
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
幸
二
月
中
旬
過
ぎ
に
帰
国
さ
れ
た
教
授
は
、
翌
年
の
春
、
教

授
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
博
士
号
五
十
周
年
記
念
祝
賀
会
に
出
［
席
さ
れ

る
た
め
に
、
若
き
資
に
研
讃
を
つ
ま
れ
た
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
を
訪
れ

ら
れ
た
が
、
そ
の
帰
途
の
旅
行
中
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
眠
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

の
地
で
惜
し
く
も
急
逝
さ
れ
た
。
五
月
八
重
未
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
教
授
は
、
　
一
九
三
七
年
に
大
著
『
社
会
的
行
為
の
構
造
』
を
出
版
さ
れ

て
か
ら
半
世
紀
近
く
に
わ
た
っ
て
、
つ
ね
に
ア
メ
リ
カ
ま
た
世
界
の
祉
会

学
界
を
理
論
的
に
リ
ー
ド
し
つ
づ
け
て
こ
ら
れ
た
。
教
授
の
遺
さ
れ
た
膨

大
な
業
績
全
体
の
位
置
づ
け
、
ま
た
評
価
に
つ
い
て
は
、
今
後
を
期
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
に
く
し
く
も
亡
く
な
る
前
我
々
が
人
並
拝
聴

す
る
こ
と
の
で
き
た
講
演
を
記
録
に
と
ど
め
、
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
手
が
か

り
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
、
教
授
の
社
会
学
的
歩
み

を
振
返
り
、
あ
わ
せ
て
、
教
授
が
我
々
に
与
え
ら
れ
た
学
恩
を
偲
ぶ
よ
す

が
と
い
た
し
た
い
。

T
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
お
け
る
「
合
議
翻
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
門
専
門
職
し
を
め
ぐ
っ
て

七
三
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（
1
）

パ
ー
ソ
ン
ズ
の
講
演

「
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
に
つ
い
て
の

一
社
会
学
者
の
見
解
」

　
た
だ
い
ま
中
先
生
か
ら
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
本
爲
、
京
都
大
学
を
訪
問
で
き
た
こ
と
を
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
私

は
、
今
二
ヵ
局
近
く
摂
本
に
滞
在
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
日
本
の
社
会

を
理
解
す
る
上
で
、
普
通
の
観
光
客
の
滞
在
よ
り
は
ま
し
で
し
ょ
う
が
、

し
か
し
十
分
野
外
憂
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
豫
本
の
大
学
で
講

義
し
た
と
い
う
経
験
が
こ
れ
を
補
う
で
し
ょ
う
が
…
・
：
。

　
さ
て
、
中
教
授
か
ら
示
唆
さ
れ
た
「
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
に
つ
い
て
の

一
社
会
学
者
の
見
解
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
対
し
て
、
私
が
郡
座
に
思
う
こ

と
は
、
「
ど
ん
な
社
会
学
者
の
見
解
か
～
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ

リ
カ
の
社
会
学
会
の
メ
ン
バ
ー
に
右
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
質
問
す
れ
ば
、

か
な
り
多
様
性
の
あ
る
答
え
が
か
え
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
私
の
見
解
は

非
常
に
幸
運
に
も
少
数
意
見
に
属
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

政
治
的
に
左
翼
の
立
場
に
立
つ
人
々
は
、
「
後
期
独
占
資
本
主
義
扁
あ
る

い
は
ま
た
「
擁
圧
的
寛
容
」
と
い
う
よ
う
な
公
式
を
使
う
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
ま
た
、
政
治
的
に
右
罵
り
の
人
々
は
、
「
堕
落
し
て
ゆ
く
福
祉
国
家
」

（
資
源
を
浪
費
し
、
役
立
た
ず
の
連
中
の
世
話
を
し
て
い
る
）
と
い
う
で

あ
ろ
う
。

七
匹

　
私
は
「
資
本
主
義
的
」
と
い
う
用
語
は
使
い
た
く
な
い
。
と
い
う
の

は
、
経
済
的
に
見
て
も
、
現
代
ア
メ
リ
カ
雑
会
は
、
資
本
主
義
と
も
社
会

主
義
と
も
い
い
き
れ
な
い
「
混
合
経
済
」
の
体
制
を
と
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
福
祉
の
面
を
み
て
も
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
困
ほ
ど
で
は
な

い
に
し
て
も
、
福
祉
国
象
の
方
向
へ
近
づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
私
が
「
資

本
主
義
的
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
好
ま
な
い
主
要
な
理
由
は
、
そ
れ
が
経
済

的
側
薗
を
、
あ
ま
り
に
も
過
慶
に
強
調
し
す
ぎ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私

の
考
え
で
は
、
他
の
諸
側
藤
も
等
し
く
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識

を
一
般
世
論
の
中
に
も
っ
と
広
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
と
く
に
拙
会

学
潜
の
仕
事
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
Q
経
済
学
の
専
門
家
は
、
今
日
、

世
論
の
形
成
に
対
し
て
、
社
会
学
老
な
ど
よ
り
も
は
る
か
に
強
い
影
響
力

を
も
っ
て
い
る
が
、
社
会
学
者
は
、
経
済
学
者
が
語
ろ
う
と
し
な
い
こ
と

を
、
世
の
人
々
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
主
要
な
瞳
業
化
の
過
程
が
生
起
す
る
以
前
に
既
に
存
在
し
、
南
北
戦
争

の
終
り
頃
か
ら
二
十
世
紀
に
入
る
こ
ろ
に
顕
著
に
な
っ
た
い
く
つ
か
の
社

会
的
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
、
統
治
の
シ
ろ
ア
ム
（
σ
q
。
〈
o
羅
ヨ
窪
－

片
肱
。
・
団
ω
δ
ヨ
）
の
空
要
な
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
は
、
　
一
七
八
七
年
に
制
定
さ
れ

た
憲
法
と
と
も
に
確
立
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
世
界
に
現
存
す
る
う
ち
で
破

壊
さ
れ
た
り
転
糧
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
の
な
い
最
も
古
い
民
主
主
義
で
あ

る
。
こ
れ
の
主
要
な
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
た
い
Q

　
こ
の
民
主
主
義
は
、
「
合
議
翻
的
民
主
主
義
」
（
o
o
瓢
。
σ
q
博
9
。
一
瓜
¢
難
o
o
冨
・

。
《
）
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
直
接
厩
主
主
義
で
は

な
い
し
、
ま
た
議
会
の
多
数
派
に
よ
る
ど
の
よ
う
な
変
更
も
可
能
と
い
う

の
で
は
な
く
、
成
文
憲
法
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
の
修
正
は
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可
能
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
比
較
的
む
ず
か
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

ま
た
、
連
邦
シ
ス
テ
ム
を
と
り
入
れ
て
い
る
。
当
初
十
三
州
で
あ
っ
た

が
、
今
田
で
は
五
十
州
で
あ
る
各
々
の
燐
は
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
主
権

国
家
で
は
な
い
が
、
実
質
的
に
か
な
り
の
自
治
権
を
も
っ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
基
本
的
な
警
察
権
は
州
に
あ
り
、
連
邦
政
府
に
は
な
い
。
ま
た
、

連
邦
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
教
育
シ
ス
テ
ム
と
い
う
も
の
は
な
い
。
連
邦
主
義
に

加
え
て
、
権
力
の
分
立
が
あ
る
。
と
く
に
、
英
圏
の
よ
う
な
議
会
主
義
的

シ
ス
テ
ム
と
は
異
な
っ
て
、
行
政
権
力
と
立
法
権
力
と
が
分
離
さ
れ
て

お
り
、
大
統
領
は
直
接
に
選
挙
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
立
法
癒
に
お
け
る

多
数
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
立
法
府
は
二
院
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
て
、
薩
接
選
挙
さ
れ
る
が
、
火
統
領
を
選
出
す
る
一
般
投

票
（
℃
8
巳
霞
く
。
ε
）
と
は
異
な
っ
た
選
挙
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
上
院

は
州
を
代
表
し
、
下
院
は
人
民
を
代
表
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
れ
ら

す
べ
て
の
状
況
が
と
く
に
璽
要
な
地
位
を
そ
れ
に
与
え
て
い
る
と
こ
ろ
の

裁
判
所
が
あ
る
。
裁
判
所
は
州
レ
ヴ
ェ
ル
に
も
存
在
す
る
が
、
連
邦
裁
判

所
が
と
く
に
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
疑
問
、
州
と
連
邦
政
府
聞
、

ま
た
達
邦
政
府
の
各
部
門
間
の
讐
ソ
フ
リ
ク
ト
の
問
題
は
、
通
常
の
意
味

で
の
政
治
的
過
程
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
裁
判
所
に
お
け
る
法
的
過
程
に

よ
っ
て
決
着
が
つ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
統
治
の
構
造
（
範
。
く
。
ヨ
ヨ
。
艮
鋤
磐
凄
9
蝶
「
Φ
）
は
、
訴
訟

手
続
（
げ
σ
Q
巴
管
。
。
o
伍
薮
。
）
の
形
成
と
普
及
に
非
常
に
好
都
合
な
状
況
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
行
致
府
あ
る
い
は
立
法
府
の
手
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ

た
の
で
は
な
く
、
憲
法
的
枠
総
の
確
立
後
、
英
国
の
慣
轡
法
が
修
正
を
伴

い
な
が
ら
大
々
的
に
受
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
訴
訟
手
続
は
、
立
法
府

の
手
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
裁
判
所
に
お
け
る
判
講
や
法
律
の
専
門
家
達

が
、
彼
ら
の
法
的
ビ
ジ
ネ
ス
を
追
求
す
る
過
程
の
中
で
、
英
国
の
慣
習
法

を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
コ

ン
フ
リ
ク
ト
が
法
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
、
法
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
し
ば
し
ば
見
落
さ
れ
る
重
要
な
特
徴
で

あ
る
。

　
今
田
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
も
う
一
つ
の
側
面

は
、
宗
教
的
構
成
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
背
景
を
も
ち
な

が
ら
、
教
会
と
国
家
の
憲
法
上
の
分
離
を
達
成
し
た
最
初
の
國
で
あ
る
。

植
罠
地
で
あ
っ
た
晴
代
に
は
、
ヨ
…
ロ
ッ
パ
的
な
意
味
で
の
教
会
が
確
立

さ
れ
て
い
た
が
、
連
邦
政
府
の
形
成
以
降
は
、
個
人
の
宗
教
的
自
由
の
保

証
（
ア
メ
リ
カ
憲
法
修
正
第
一
条
）
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な

い
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
に
、
宗
教
的
に
多
元
的
な
社
会
が
成
立
し
て

い
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
、
　
ロ
ー
マ
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
系
、
　
ユ
ダ
ヤ
系
と

い
う
三
つ
の
主
要
「
な
宗
教
的
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
二
つ
の
グ
ル

ー
プ
は
、
お
お
む
ね
平
和
裡
に
共
存
し
、
深
刻
か
㌫
四
教
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト

は
存
在
し
な
か
っ
た
。
以
上
の
す
べ
て
の
特
徴
は
、
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
｛
具
の
意
映
げ
で
の
古
典
、
『
ア
メ
ヲ
カ
に
お
け
る
民
主
主
義
臨

の
中
に
よ
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物
は
、
今
か
ら
一
世
紀
半
も
前

の
一
八
三
〇
年
代
に
、
ア
メ
リ
カ
人
で
は
な
く
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
一
人

の
観
察
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
が
、
真
の
右
典
で
あ
る
。

　
右
の
特
製
は
、
産
業
化
が
開
始
さ
れ
る
以
荊
に
、
既
に
確
立
さ
れ
て
い

た
が
、
も
う
一
つ
の
特
徴
が
、
産
業
化
の
展
開
と
と
も
に
現
わ
れ
て
く

る
。
す
な
わ
ち
、
人
種
的
な
多
元
主
義
で
あ
る
。
南
部
の
黒
人
は
、
奴
隷

T
㌦
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
お
け
る
「
合
議
制
的
ア
ソ
シ
エ
…
シ
ョ
ソ
」
と
「
専
門
職
」
を
め
ぐ
っ
て

七
五



1190

哲
学
研
究
第
五
菖
四
十
二
号

と
し
て
輸
入
さ
れ
、
も
ら
う
ん
産
業
化
の
楽
初
か
ら
存
在
し
た
が
、
産
業

化
の
進
展
と
と
も
に
、
諏
！
ロ
ッ
パ
の
異
な
る
地
域
か
ら
大
角
の
移
民
を

受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
十
世
紀
の
中
頃
ま
で
に
、
は
っ
き
り
と

人
種
的
に
多
元
的
な
社
会
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
Q
こ
れ

は
、
臼
本
と
は
、
ま
た
算
筆
国
象
に
つ
い
て
の
ヨ
…
ロ
ッ
パ
的
理
念
型
と

は
、
き
わ
め
て
異
な
っ
て
い
る
。
禺
族
國
家
の
理
念
型
に
お
い
て
は
、
フ

ラ
ン
ス
市
民
は
質
種
的
に
も
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
、
人

種
的
に
フ
ラ
ン
ス
人
で
な
い
人
々
は
、
ご
く
少
数
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で

は
、
ケ
ル
ト
系
フ
ラ
ン
ス
人
・
ス
ロ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人

・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
人
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
事
情
は
す
こ
し
異
な
る
。
し

か
し
、
ア
メ
リ
カ
人
が
か
つ
て
そ
う
い
わ
れ
、
ま
た
階
に
は
今
も
な
お
い

わ
れ
る
よ
う
な
≦
》
ω
℃
の
（
≦
露
＄
”
》
躊
σ
q
ざ
－
ω
娑
。
戸
℃
戦
。
δ
。
。
冨
簿
）
で

あ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
イ
ギ
リ
ス

人
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
特
微
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
第
一
義
的
に
経
済
的
な
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
後
の
段
階
で
現
わ
れ
て
く
る
も

の
で
、
注
意
を
必
要
と
す
る
そ
の
こ
と
の
も
う
一
つ
の
例
は
、
教
育
の
大

規
模
な
発
展
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
非
常
に
こ
み
い
っ
た
歴
史
が
あ

る
が
、
義
務
教
育
の
普
及
は
一
八
四
〇
年
代
頃
に
始
ま
っ
て
い
る
。
連
邦

政
府
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ま
た
州
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
ロ
ー
カ
ル
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
手
に
よ
っ
て
、
社
会
金
環
に
急
速
に
普
及
し
た
。
同
縛

に
、
と
く
に
今
世
紀
に
な
っ
て
、
研
究
と
結
び
つ
い
た
高
等
教
育
の
シ
ス

テ
ム
が
発
展
し
た
。
こ
う
い
つ
た
と
て
、
私
が
過
度
に
い
わ
ゆ
る
自
民
族

中
心
主
義
的
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
が
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学

七
六

制
度
は
、
世
界
で
も
ず
ぬ
け
て
お
り
、
原
型
と
な
っ
た
a
！
探
ヅ
パ
の
そ

れ
を
し
の
い
で
い
る
。
礒
本
は
ま
だ
こ
の
藺
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
追
い
つ

い
て
い
な
い
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
、
経
済
的
物
質
主
義
が
こ
の
社
会
に

つ
い
て
の
最
も
璽
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
立
場
の
田
々
に
は
、
予
期

し
え
な
い
発
展
で
あ
っ
た
。
何
故
、
ア
メ
リ
カ
社
会
は
、
そ
の
よ
う
な
大

規
模
な
、
か
つ
高
度
な
教
育
シ
ス
テ
ム
を
発
展
さ
ぜ
て
い
る
の
か
？

　
芸
術
の
領
域
で
も
か
な
り
の
発
展
が
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
が
、
教
育
・
研

究
の
領
域
ほ
ど
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
は
達
し
て
い
な
い
。
次
に
、
拙
玉
成
暦
の

シ
ス
テ
ム
の
問
題
に
移
る
。
強
調
す
べ
き
は
、
比
較
的
に
遺
放
的
で
流
動

的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
あ
る
社
会
学

者
達
の
意
見
と
は
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
輪
郭
の
は
っ
き
り
し
た
支

配
す
る
エ
リ
ー
ト
の
存
在
は
み
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
支
配
階
級
と
従
属
階

級
（
あ
る
い
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
…
と
プ
潔
レ
タ
ジ
ア
ー
ト
）
と
の
間
の
明

確
な
分
極
化
は
み
ら
れ
な
い
。
二
つ
の
顕
著
な
特
徴
が
あ
る
。
第
一
に
、

多
様
な
グ
ル
…
ブ
が
、
し
ば
し
ば
あ
る
種
の
高
い
地
位
を
要
求
し
う
る
。

こ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、
実
業
界
の
人
々
、
学
者
、
芸
術
家
、
政
治
的
指
導

者
達
な
ど
が
纏
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
成
暦
の
頂
点
附
近
で
は
、
厳
密
に
多

元
的
な
シ
ス
テ
ム
が
成
立
し
て
い
る
。
第
二
に
、
ト
ッ
プ
と
そ
れ
以
外
の

人
々
と
の
闘
に
、
鋭
い
断
層
が
存
在
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
間
の
階
調

は
、
分
野
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
。
成
溜
論
に
つ
い
て
は
こ
の
へ

ん
で
切
り
上
げ
て
、
あ
と
二
点
論
じ
た
い
。

　
第
一
に
、
制
度
的
な
構
造
の
第
一
に
主
要
な
パ
タ
ー
ン
は
、
o
o
｝
δ
α
q
醒

Φ
§
℃
訂
ω
冨
を
律
つ
た
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
（
8
留
・

触
巴
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
初
め
の
方
で
強
調
し
て
お
い
た
）
。
つ
ま
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り
、
そ
れ
は
、
分
化
し
成
層
化
さ
れ
て
は
い
る
が
、
上
下
と
い
う
意
味
に

お
い
て
ハ
イ
ラ
ー
キ
カ
ル
な
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
ま
ず

も
っ
て
窟
瞭
湖
化
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
岬
、

ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
…
バ
ー
は
、
階
級
闘
争
を
力
説
し
た
マ
ル
ク
ス
に
醸
す
る

オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
、
近
代
資
本
主
義
に
お
け
る
熱
熱
制
の
役
割

を
強
調
し
た
が
、
彼
は
強
調
し
す
ぎ
て
お
り
バ
イ
ア
ス
を
示
し
て
い
る
と

思
う
。
今
と
な
っ
て
は
、
ヴ
濫
ー
バ
ー
は
ま
っ
た
く
正
し
か
っ
た
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
と
思
う
。
社
会
的
組
織
と
し
て
の
大
学
は
、
す
ぐ
れ
て
合

議
制
的
ア
ソ
シ
エ
！
シ
ョ
ナ
ル
な
構
造
を
示
し
て
お
り
、
官
僚
主
義
に
押

し
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
構
造
の
根
対
的
な
重
要
性
を
成
長
さ
せ

て
き
た
。
市
場
に
お
け
る
競
争
と
い
う
タ
イ
プ
は
、
私
の
｛
疋
式
化
に
適
顕

し
な
い
が
、
古
撫
ハ
学
派
の
経
済
学
審
が
理
想
と
す
る
よ
う
な
競
争
的
市
場

は
、
も
ち
ろ
ん
き
わ
め
て
重
要
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
金
体
と
し
て
の

ド
ミ
ナ
ソ
ト
な
構
造
で
は
な
い
。
同
様
に
、
官
僚
制
が
そ
う
で
あ
る
の
で

も
な
い
。
合
議
制
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
、
単
仲
縄
な
膏
心
映
岬
に
お
い
て

ド
ミ
ナ
ソ
ト
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
が
、
し
か
し
き
わ
め
て
重
婆
で
あ

る
。　

す
で
に
長
く
語
り
す
ぎ
て
、
時
闘
も
残
り
少
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、

最
後
の
点
は
簡
潔
に
指
摘
し
た
い
。
臼
木
に
つ
い
て
の
書
物
を
読
み
、
ま

た
こ
の
た
び
日
本
に
し
ば
ら
く
滞
在
し
て
、
観
人
主
義
対
コ
ン
セ
ン
サ
ス

と
い
う
問
題
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
と
く
に
強
く
感

じ
て
い
る
。
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
、
B
本
の
主
要
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
他

の
ど
ん
な
定
式
化
よ
り
も
適
切
で
あ
る
。
擬
本
と
簡
単
に
対
照
す
れ
ば
、

ア
メ
リ
カ
の
エ
ト
ス
は
、
も
っ
と
懸
人
主
義
的
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ

は
、
ま
ず
も
っ
て
、
像
統
的
な
経
済
的
個
人
主
義
で
あ
る
、
と
い
う
の
で

は
な
い
。
こ
の
用
語
は
ま
だ
広
く
使
わ
れ
て
は
い
な
い
が
、
私
は
「
舗
…
度

化
さ
れ
た
個
人
主
義
」
（
ぎ
鴇
｝
ε
ぼ
。
ま
膏
＆
ぎ
α
一
三
男
茎
瀕
導
）
と
い
う

罵
語
を
使
っ
て
い
る
Q
こ
の
書
類
は
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ブ
夢
コ
ー
（
宰
⇔
午

而
。
δ
ヒ
d
◎
舞
臨
＄
巳
）
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
人
の
著
わ
し
た
書
物
の
タ
イ
ト

ル
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
着
場
的
行
動
の
範
囲
を
は
る
か
に
越
え
て
、
多
元

主
義
的
な
強
調
に
ま
で
、
つ
ま
り
た
と
え
ば
、
利
害
齪
体
な
ど
諸
グ
ル
ー

プ
闘
の
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
な
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
許
容
す
る
、
と
い
う
点
に
ま

で
達
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
的
観
点
か

ら
申
立
て
ら
れ
る
ほ
ど
に
は
、
社
会
に
対
す
る
愛
着
と
社
会
的
連
帯
を
そ

こ
な
っ
て
は
い
な
い
。

以
上
で
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

二
　
「
合
議
制
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
載
ン
し
に
つ
い
て

　
右
の
講
演
は
短
い
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
思
想
に
一
貫

す
る
い
く
つ
か
の
特
徴
が
、
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
た
（
反
マ
ル
ク
ス
主

義
、
経
済
学
的
図
式
の
み
に
依
拠
し
て
社
会
現
象
を
通
約
し
よ
う
と
す
る

経
済
学
絶
瞬
主
義
に
対
す
る
批
判
、
多
元
性
の
強
調
、
官
僚
制
を
め
ぐ
る

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
対
す
る
批
判
、
ま
た
、
産
業
革
命
に
匹
敵

す
る
意
義
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
畏
聖
主
義
革
命
と
教
育
革
命
の
強
調
な

ど
）
。
そ
れ
ら
の
特
徴
の
う
ち
で
、
筆
巻
は
こ
こ
で
「
合
議
制
的
ア
ソ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
概
念
に
注
蹟
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
概
念

は
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
著
作
に
お
い
て
は
一
九
七
〇
年
前
後
か
ら
現
わ
れ
て
く

T
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
お
け
る
「
合
議
制
的
ア
ソ
シ
エ
；
シ
ョ
ン
」
と
「
専
門
職
」
を
め
ぐ
っ
て

七
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
照
十
二
琴

る
比
較
的
新
し
い
概
念
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
ヴ
笛
ー
パ

…
社
会
論
へ
の
懐
疑
的
な
い
し
批
判
的
規
点
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
著
作
活

動
の
幽
発
点
に
位
置
す
る
論
文
に
お
い
て
、
既
に
萌
芽
的
な
か
た
ち
で
提

幽
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
千
思
的
視
点
か
ら
「
台
議
制
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
漏
概
念
に
繋
る
展
閥
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
学
的
生
涯
を
貫
く
、
少
な
く

と
も
…
つ
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
一
工
乃
二
五
一
二
六
年
に
か
け
て
ハ
イ
副
ア
ル
ベ
ル
ク
大
学

に
留
学
し
、
帰
国
後
そ
の
間
の
研
究
成
果
を
、
「
最
近
の
ド
イ
ツ
の
文
献

に
お
け
る
『
資
本
主
義
』
ー
ゾ
ン
バ
ル
ト
と
ヴ
ェ
ー
パ
ー
ー
l
I
・

丑
」
（
一
九
瓢
八
一
二
九
）
と
題
し
た
論
文
に
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
論

文
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
推
判
と
い
う
意
味
を
こ
め
つ
つ
ヴ
エ
ー

バ
ー
の
資
本
主
義
論
を
論
じ
な
が
ら
、
し
か
し
、
「
窟
僚
制
の
全
般
的
進

行
に
伴
う
社
会
の
化
石
化
」
と
い
う
定
式
化
を
萌
提
と
し
た
「
窟
僚
制
か

カ
リ
ス
マ
か
」
と
い
う
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
洞
察
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
ペ
シ

、
ミ
ズ
ム
で
あ
る
と
し
て
、
同
意
す
る
こ
と
を
推
否
し
て
い
る
。

　
し
か
し
そ
こ
で
は
彼
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
…
の
官
僚
制
に
対
抗
す
る
彼
自
身

の
積
極
的
な
概
念
を
形
成
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
の
短
点
で

の
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
批
判
は
、
「
け
れ
ど
も
ヴ
ェ
；
バ
…
は
、
こ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ベ
シ
、
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
、
全
く
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
P
」
と
い
う
反
語

的
表
現
、
ま
た
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
二
春
択
一
は
、
誤
ま
っ
た
問
題
の
設
定

で
あ
る
と
い
う
指
摘
、
あ
る
い
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
念
型
的
方
法
に
対

す
る
方
法
論
的
レ
ヴ
ェ
ル
の
批
判
（
「
分
析
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
）
、
な
ど
の

間
接
的
な
表
境
を
と
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
｝
九
三
七
年
に
娼
版
さ
れ
た
彼
の
最
初
の
書
物
『
社
会
的
行
為
の
構

七
八

造
』
で
は
、
ヴ
ェ
：
バ
ー
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
へ
の
直
接
的
言
及
は
避
け
ら
れ

て
、
理
念
型
へ
の
批
判
が
前
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
批

判
の
要
旨
は
、
理
念
塑
に
お
い
て
は
、
独
立
に
変
化
し
う
る
複
数
の
変
数

が
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
が
特
殊
に
勘
定
化
さ
れ
て
、
一
つ
の
概
念
に
含

み
こ
ま
れ
て
お
り
、
「
概
念
の
実
体
化
」
へ
陥
る
危
険
性
が
あ
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
理
念
型
の
よ
う
な
類
型
概
念

に
食
ま
れ
る
諸
変
数
の
網
互
関
係
を
柔
軟
に
す
る
た
め
に
、
「
分
析
的
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ア
リ
ズ
ム
」
と
名
付
け
ら
れ
た
彼
独
自
の
方
法
論
を
主
張
し
た
。
「
分
析

的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
に
よ
っ
て
、
パ
：
ソ
ン
ズ
は
、
生
涯
を
通
じ
て
変
更
す

る
こ
と
の
な
か
っ
た
も
っ
と
も
基
礎
的
な
方
法
論
的
立
場
を
、
確
立
し
え

た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
「
分
、
析
的
夢
ア
リ
ズ
ム
」
は
表
薗
的
に
は
方
法
論
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
終
始

し
て
い
る
議
論
で
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
官
僚
側
論
に
対
し
て
も
、
聞

接
的
に
あ
る
含
意
を
も
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
現
代
社
会
に
優
勢
な
緻
織

形
態
と
し
て
の
官
僚
制
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
…
の
理
念
型
と
し
て
の
「
官
僚

制
」
に
杷
握
さ
れ
て
い
な
い
側
護
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
、
パ
…
ソ
ン
ズ

が
気
づ
い
て
い
た
こ
と
の
表
現
が
、
理
念
型
の
も
つ
危
険
性
の
指
摘
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

つ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。

　
そ
の
後
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
「
奪
門
職
砿
の
も
つ
理
論
的
意
義
を
重
視
す

る
よ
う
に
な
り
、
主
に
四
十
年
代
を
通
じ
て
、
と
く
に
医
師
の
役
割
の
研

究
に
向
つ
た
。
権
限
の
ハ
イ
ラ
ー
キ
カ
ル
な
秩
序
と
、
そ
の
階
…
梯
の
各
レ

ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
機
能
の
特
殊
化
と
を
主
．
安
な
特
徴
と
す
る
官
僚
制
的
パ

タ
ー
ン
と
は
異
質
な
性
格
を
、
専
門
職
が
示
し
て
い
る
こ
と
に
注
揖
し
た

た
め
で
あ
る
。
こ
の
研
究
か
ら
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
窯
に
五
十
年
代
に
、
「
パ
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タ
ー
ン
変
数
の
理
論
」
「
祝
会
化
論
」
「
逸
脱
一
人
制
図
式
」
な
ど
の
豊
か

な
理
論
的
成
果
を
導
き
繊
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
や
は
り
、
組
織
論
の
レ

ヴ
ェ
ル
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
官
僚
制
」
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
ス
ト
レ
ー
ト

な
概
念
を
形
成
し
て
は
い
な
い
。
五
十
年
代
の
晴
点
で
は
、
専
門
職
の
強

調
が
組
織
論
に
対
し
て
も
ち
う
る
含
意
の
直
接
的
な
展
開
は
、
む
し
ろ
将

来
に
持
越
さ
れ
た
課
題
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
合
議
姦
直
ア
ソ
シ
エ
；
シ
。
ソ
」
な
い
し
「
合
議
制
的
パ
タ
ー
ン
」
と

い
う
期
語
が
、
バ
！
ソ
ソ
ズ
の
著
作
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
は
、
筆
者
の

み
る
限
り
で
は
、
一
九
七
〇
年
以
降
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、

一
九
六
九
年
に
著
わ
さ
れ
た
書
物
に
お
い
て
は
、
組
織
の
ヨ
つ
の
主
要
な

タ
イ
プ
と
し
て
、
遅
場
・
官
僚
制
・
ア
ソ
シ
エ
…
シ
ョ
ン
が
論
じ
ら
れ
て

　
（
5
）

い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
で
、
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
用
語
が
、

「
合
議
制
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
に
対
応
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ

る
が
、
用
語
の
変
更
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
、
社
会
学
用
語
と
し
て
の

「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
の
も
つ
多
義
性
と
、
合
議
制
の
一
腰
の
強
調
と

に
か
か
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
タ
イ
プ
」
か
ら
「
パ
タ
ー
ン
」

へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
合

議
制
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
扁
な
い
し
「
合
議
制
的
パ
タ
ー
ン
」
と
い
う

概
念
を
、
｛
羅
接
的
に
は
ヴ
ェ
ー
バ
…
の
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
…
規
代
μ
砿
ム
乃

至
へ
の
批
制
に
か
か
わ
る
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
、
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
》
o
o
團
δ
σ
q
戴
《
と
い
う
用
語
が
英
語
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
一
般
化
し
て
い

る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
辞
書
を
み
る
と
元
来
は
教
会
闘
係
の
言
葉

の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
用
語
》
隊
。
｝
♂
ぴ
q
芭
誘
け
《
か
ら

示
唆
を
受
け
て
い
る
ふ
し
も
窺
わ
れ
る
。
　
一
九
七
〇
年
に
発
表
さ
れ
、
一

九
七
二
年
に
増
補
さ
れ
た
嶽
伝
的
論
文
の
中
で
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
「
…
…

私
は
、
1
！
実
際
ヅ
ェ
ー
バ
；
の
、
ま
た
他
の
用
法
に
従
っ
て
一
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

パ
タ
ー
ン
を
》
8
濠
σ
q
圃
巴
《
と
呼
ん
で
き
た
」
と
書
い
て
い
る
。
パ
ー
ソ

ン
ズ
は
》
8
一
げ
σ
q
…
臥
《
と
い
う
用
語
で
、
高
い
自
理
性
、
同
程
度
の
権
限
、

専
門
的
知
識
を
も
つ
人
々
の
合
議
翻
的
意
志
決
定
を
特
徴
と
す
る
、
多
元

主
義
的
な
構
造
を
も
つ
組
織
の
パ
タ
ー
ン
を
意
味
し
た
い
の
で
あ
ろ
う

が
、
訳
語
は
誌
面
に
む
ず
か
し
い
。
門
同
僚
的
」
と
い
う
訳
語
も
あ
り
う

　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
》
囚
。
ご
。
σ
q
陣
巴
詳
鰹
《
に
つ
い
て
は

「
合
議
綱
」
と
い
う
訳
語
が
定
着
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
ヴ
ェ
…
バ

…
と
の
関
連
を
重
視
し
て
、
「
合
議
制
的
扁
と
訳
し
て
お
き
た
い
。

　
し
か
し
、
用
語
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
パ
…
ソ
ン
ズ

へ
の
影
響
が
指
摘
し
う
る
と
い
っ
て
も
、
「
倉
議
制
」
の
位
置
づ
け
方
は

二
人
の
間
で
諜
常
に
異
な
っ
て
い
る
。
ヴ
ェ
…
バ
ー
は
、
歴
史
的
に
さ
ま

ざ
ま
な
形
態
の
「
合
議
制
」
に
欝
及
し
て
い
る
。
し
か
し
概
し
て
ヴ
ェ
ー

パ
…
は
、
「
他
方
、
合
議
制
的
に
組
織
さ
れ
た
作
業
は
、
摩
擦
と
遅
滞
の
凍

凶
と
な
り
、
衝
突
す
る
利
害
や
見
解
の
あ
い
だ
の
妥
協
を
も
た
ら
し
、
そ

の
た
め
に
、
よ
り
い
っ
そ
う
不
精
確
に
、
上
に
た
い
し
て
い
ち
だ
ん
と
独

立
的
に
進
行
し
、
そ
れ
ゆ
え
ず
っ
と
不
統
一
で
緩
慢
に
行
わ
れ
る
も
の
で

　
（
8
）

あ
る
」
と
述
べ
て
、
官
僚
制
組
織
の
瓦
書
的
卓
越
性
を
対
照
的
に
強
調
し

た
り
、
あ
る
い
は
、
「
近
代
官
庁
」
発
展
の
前
史
と
し
て
登
場
し
な
が
ら

も
、
次
第
に
官
僚
制
圏
家
の
中
で
消
滅
し
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
、
　
「
夷
弓

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

綱
」
を
と
ら
え
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
！
は
、
官
僚
制
を
中
心
と
し
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
通
蒔
的
ま
た
共
浮
図
周
辺
に
お
い
て
、
「
食
議
制
」
を
把
握
し
て
い
る
。

T
㌦
ハ
：
ソ
ン
ズ
に
お
け
る
「
合
議
糊
的
ア
ソ
シ
エ
…
シ
ョ
ン
」
と
「
専
門
職
し
を
め
ぐ
っ
て

七
九
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こ
の
こ
と
は
、
ヴ
ェ
…
パ
レ
が
、
主
に
支
配
ま
た
は
行
政
と
い
う
機
能
領

域
に
限
定
し
て
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
組
織
形
態
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
も

趨
奇
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
他
方
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
「
合
議
制
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
を
「
官

僚
制
」
に
対
抗
し
う
る
も
の
と
し
て
、
強
調
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
大
編

な
力
点
の
澱
換
え
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
背
景
と
し
て
は
、
第
一
に
、

彼
の
A
G
I
L
図
式
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
に
比
べ
て
、

パ
ー
ソ
ン
ズ
は
よ
り
閣
確
な
複
限
的
な
思
考
図
式
を
手
に
入
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
、
行
政
以
外
の
機
能
領
域
に
お
け
る
組
織
パ
タ
ー
ン

を
、
官
僚
制
と
岡
じ
レ
ヴ
ェ
ル
で
論
じ
う
る
可
能
性
を
開
い
て
い
る
こ

と
、
第
二
に
、
官
僚
制
そ
れ
覆
体
の
変
質
の
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
て
い

る
こ
と
の
二
つ
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　
以
下
の
こ
と
は
、
ヴ
肱
！
バ
！
の
理
念
型
的
方
法
と
パ
ー
ソ
ン
ズ
の

「
分
析
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
権
違
に
根
ざ
す
問
題
で
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ー
バ

ー
に
お
い
て
は
、
と
も
に
　
つ
の
類
型
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
「
合

議
制
」
と
「
官
僚
制
」
と
を
、
パ
：
ソ
ン
ズ
は
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
み
な

し
て
、
具
体
的
な
組
織
の
内
部
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
結
び

つ
き
を
把
握
す
る
可
能
性
を
、
方
法
論
的
に
準
備
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
…
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
玉
）

1
の
思
考
に
お
い
て
、
窟
僚
制
の
門
鉄
の
濫
」
の
中
で
硬
化
し
て
ゆ
く
社

会
と
い
う
危
篤
い
性
に
対
し
て
、
創
幾
氾
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
可
．
能
脚
性

が
託
さ
れ
て
い
た
も
の
は
、
広
く
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
カ
リ
ス
マ
・
営
利

　
　
　
　
　
ゼ
ク
テ

資
本
主
義
・
結
社
の
三
つ
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の

う
ち
で
は
、
「
合
議
制
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
ゼ

ク
テ
」
に
親
近
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

八
○

　
け
れ
ど
も
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
三
つ
の
タ
イ
プ
は
、
い
ず
れ
も
實
僚
制
の

外
部
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
変
革
力
な
い
し
対
抗
力
が
発
揮
さ
れ
る
と
蔚

提
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
、
た
と
え
ば
カ
リ
ス
マ
に
つ
い
て
、
そ

れ
が
日
常
性
あ
る
い
は
官
僚
制
の
内
部
に
と
り
こ
ま
れ
る
時
の
不
可
避
的

な
変
質
に
つ
い
て
指
摘
す
る
の
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
が
官
僚
制
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
持
続
的
な
変
質
を
も
た
ら
す
の
か
、
と
い
う
分
析
に
つ
い
て

は
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
営
利
資
本
主
義
に
つ
い
て
も
、

国
家
の
行
政
組
織
の
外
部
に
お
い
て
、
そ
の
活
力
が
発
揮
さ
れ
る
と
考
え

て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
主
義
批
判
も
、
こ
の
観
点
に
基
づ
い
て
い

る
。　

し
か
し
な
が
ら
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
ヴ
ェ
；
バ
ー
的
官
僚
制
の
内
部
に
、

そ
れ
と
対
抗
的
な
異
質
的
要
素
を
と
り
こ
む
と
い
う
戦
略
を
採
用
し
て
い

る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
合
理
化
過
程

の
到
達
点
と
し
て
の
官
僚
捌
の
技
術
的
卓
越
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
理

念
型
的
方
法
の
陥
霧
に
お
ち
い
っ
て
、
呉
体
的
な
綴
織
内
部
に
お
い
て
、

官
僚
制
パ
タ
ー
ン
と
そ
れ
と
は
異
質
な
パ
タ
ー
ン
が
、
桐
互
依
存
的
な
関

係
に
立
つ
可
能
性
を
把
握
し
え
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
ヴ
ェ
ー
バ

ー
を
し
て
、
身
動
き
の
な
ら
な
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
陥
ら
せ
て
し
ま
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
右
の
可
能
性
を
切
り
拓
く
た
め
の
方
法
論
的
な
作
業
が
、
パ
ー
ソ
ン
ズ

の
「
分
析
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
で
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
社
会

的
行
為
の
構
造
』
の
中
で
、
彼
は
ヴ
ェ
ー
バ
！
の
理
念
型
的
方
法
が
、

「
タ
イ
プ
・
ア
ト
ミ
ズ
ム
」
、
あ
る
い
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
用
語
を
借
り

て
「
県
体
者
濯
ぎ
違
え
の
誤
謬
」
に
陥
る
危
険
が
あ
る
と
し
て
、
厳
し
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く
批
判
し
、
類
型
概
念
を
分
析
的
概
念
に
よ
っ
て
鐙
き
換
え
る
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
。
一
九
三
七
年
の
段
階
で
既
に
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
ヴ
ェ
ー
バ

：
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
回
避
し
う
る
一
種
の
柔
軟
性
を
、
方
法
論
的
レ
ヴ
ェ

ル
に
お
い
て
準
備
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
講
演
の

中
で
も
し
き
り
に
使
わ
れ
て
い
る
「
パ
タ
ー
ン
」
と
い
う
胴
語
の
背
後
に

は
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
鋭
い
方
法
論
的
意
識
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

　
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
並
ん
で
デ
ュ
ル
ケ
ム
か
ら
も
強
い
影
響

を
受
け
て
い
る
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
思
考
圏
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
「
合

議
制
的
ケ
ソ
シ
エ
…
シ
ョ
ソ
」
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
「
有
機
的
連
帯
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

概
念
を
基
本
的
に
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
、
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
こ

の
場
合
の
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
摂
取
は
、
「
機
械
的
連
帯
」

と
「
有
機
的
連
帯
」
と
い
う
一
対
の
概
念
を
、
具
体
性
を
も
つ
類
型
概
念

と
し
て
で
は
な
く
分
析
的
概
念
と
し
て
、
再
構
成
す
る
と
い
う
、
こ
れ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

「
分
極
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
に
基
づ
く
再
解
釈
を
介
し
て
い
る
。
パ
ー
ソ
ン

ズ
の
方
法
論
の
「
レ
イ
ベ
リ
ン
グ
」
と
し
て
は
「
構
造
i
機
能
主
義
」
が

一
般
に
有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
一
層
基
礎
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い

て
、
「
分
析
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
が
、
彼
の
思
考
の
骨
組
み
を
一
貫
し
て
形
成

し
て
い
る
こ
と
は
、
も
っ
と
淀
目
さ
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
官
僚
制
の
全
般
的
な
進
行
に
伴
っ
て
社
会
は
窒
息
し
て
し
ま
う
だ
ろ

う
、
と
い
う
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
襲
い
予
見
に
対
す
る
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
拭
判

は
、
「
分
析
的
リ
ア
リ
ズ
ム
扁
・
「
専
門
職
の
電
視
」
・
「
食
議
制
的
ア
ソ
シ
エ

…
シ
ョ
ン
」
と
い
う
、
お
お
ま
か
に
い
っ
て
三
つ
の
段
階
を
経
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
す
べ
て
の
含
意
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
間

に
三
十
年
以
上
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
そ
の
持
続
的
な
一
貫
性
に
改
め

て
驚
か
さ
れ
る
。

　
ヴ
ェ
ー
。
バ
ー
に
対
す
る
彼
の
批
判
的
イ
メ
ー
ジ
が
、
近
年
に
な
っ
て

「
合
議
欄
的
パ
タ
ー
ン
」
な
い
し
「
合
議
制
的
ア
ソ
シ
エ
…
シ
ョ
ン
」
と

し
て
結
実
し
て
き
た
こ
と
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
聞
題
は
こ
の

概
念
が
ど
れ
ほ
ど
の
実
質
的
な
力
を
持
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
場
合
に
は
社
会
に
あ
ま
ね
く
進
行
す
る
「
窟
僚
制
化
」

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
（
も
ち
ろ
ん
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
一

方
で
官
僚
制
の
技
術
的
車
・
越
性
を
認
め
て
い
る
）
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
概
念

は
、
専
門
家
、
あ
る
い
は
と
く
に
大
学
と
の
結
び
つ
き
が
強
す
ぎ
る
の
で

は
な
い
か
～
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
も
逃
散
と
し
て
強
く
意

識
し
て
い
て
、
「
専
門
職
の
資
格
を
取
得
し
な
い
一
般
大
衆
と
合
議
制
的

ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ど
う
お
考
え
で
す
か
」
と

い
う
質
問
に
答
え
る
中
で
、
「
た
と
え
そ
の
パ
タ
ー
ン
が
す
べ
て
の
人
々

の
間
に
普
遍
的
な
も
の
と
な
り
え
な
く
て
も
、
も
し
そ
れ
が
社
会
構
造
の

あ
る
戦
略
的
に
重
要
な
地
点
に
お
い
て
き
わ
だ
つ
も
の
と
な
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
全
体
に
対
し
て
霊
妙
で
一
般
的
な
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
述
べ
、
家
族
・
企
業
・
法
廷
の
例
を
追
加
し
て
い
た
。
現
代
あ
る
い
は

未
来
社
愚
論
と
し
て
の
評
価
は
こ
こ
で
は
避
け
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と

も
こ
の
問
題
に
、
彼
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
対
す
る
希
望
と
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー

を
め
ぐ
る
彼
の
知
的
営
為
の
一
貫
性
を
成
就
し
う
る
か
ど
う
か
、
と
が
か

か
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

三
　
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
お
け
る
「
専
門
職
し
の
位
置

さ
て
、
「
専
門
職
」
の
理
論
的
意
義
に
対
す
る
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
注
目
は
、

T
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
お
け
る
「
合
議
翻
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
「
専
門
職
」
を
め
ぐ
っ
て

八
｝
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ヴ
ェ
…
パ
：
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
の
関
連
に
お
け
る
意
義
の
み
で
は
な
く
、

他
の
い
く
つ
か
の
理
論
的
展
開
が
そ
こ
か
ら
滋
き
出
さ
れ
た
と
い
う
意
味

に
お
い
て
も
、
重
要
な
戦
略
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既

に
ふ
れ
た
。
し
か
し
、
専
門
職
の
磧
究
と
そ
れ
以
降
の
展
開
と
の
蘭
係
に

つ
い
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
こ
こ
で
は
彼
の
専
門

職
へ
の
関
心
を
、
官
僚
制
閥
題
と
の
関
連
に
先
立
っ
て
裏
打
ち
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
闘
題
枠
組
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
彼
は
主
に
四
〇
年
代
を

通
じ
て
、
「
専
門
職
」
（
と
く
に
医
師
）
の
硬
究
に
進
み
、
病
院
に
赴
い
て

白
衣
を
着
て
観
察
調
査
を
行
う
こ
と
な
ど
も
試
み
て
い
る
。
「
専
門
職
」
の

研
究
に
至
る
闘
題
の
枠
組
み
を
、
彼
自
身
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

　
「
こ
の
関
心
は
、
現
代
産
業
社
会
の
性
格
と
、
そ
れ
へ
の
私
の
ア
ブ
μ

ー
チ
の
概
念
枠
組
と
の
組
移
せ
か
ら
、
論
理
的
に
成
畏
し
て
き
た
。
『
学

識
あ
る
専
門
職
』
が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
顕
著
な
地
位
を
占
め
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
経
験
的
に
み
て
ほ
と
ん
ど
明
白
で
あ
っ

た
。
し
か
る
に
、
資
本
主
義
一
社
会
主
義
と
い
う
二
雪
択
一
図
式
に
お
け

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
言
明
の
中
で
は
、
そ
れ
は
全
く
姿
を
現
わ
し
て
は
い

な
か
っ
た
。
実
際
、
た
と
え
ば
親
族
な
ど
と
は
そ
の
性
格
を
異
に
し
て
職

業
的
に
組
織
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
組
織
と
活
動
の
『
私
的
か
つ
非

営
利
的
な
』
セ
ク
タ
ー
と
今
母
で
は
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

イ
デ
オ
群
ギ
i
的
に
は
登
場
し
て
い
な
か
っ
た
。
振
返
っ
て
み
れ
ば
、
次

の
よ
う
に
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
両
方
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
的
立
場

は
、
『
セ
ル
フ
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
合
理
的
な
追
求
』
と
い
う
テ
…
マ
に

つ
い
て
の
二
つ
の
見
解
を
述
べ
て
い
た
1
個
人
の
欲
望
の
満
足
と
し
て

の
個
人
の
利
害
と
い
う
功
利
主
義
的
思
想
に
根
ざ
し
た
資
本
主
義
的
見
解

八
二

と
、
（
ホ
ッ
ブ
ズ
と
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
か
ら
派
生
す
る
路
線
に
沿
っ
た
）
公

共
的
妻
戸
の
満
足
の
最
大
化
と
し
て
の
集
合
体
の
利
害
と
い
う
社
会
主
義

　
　
（
1
5
）

的
見
解
」
。

　
こ
の
引
翔
文
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
「
資
本
主
義
－
社
会
主
義
」
と
い

う
図
式
は
、
彼
の
比
較
的
初
期
の
著
作
に
お
い
て
直
載
的
に
登
場
し
て
き

た
こ
と
は
な
い
し
、
ま
た
こ
の
図
式
の
く
わ
し
い
内
容
が
記
述
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、
彼
の
理
論
展
開
の
歩
み
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
は
、
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
あ
る
い
は
こ
の
図
式
が

彼
の
理
論
展
開
の
出
発
点
に
お
け
る
問
題
化
思
考
に
と
っ
て
、
ひ
じ
ょ
う

に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
な
薩
接
的
な
環
境
を
形
成
し
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
推
測
を
重
ね
れ
ば
、
こ
の
図
式
は
中
立
的
な
立
場
か
ら
の

も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
資
本
主
義
社
会
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
社
会

へ
の
批
判
と
攻
繋
を
含
む
も
の
と
し
て
彼
は
う
け
と
め
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
。
励
の
箇
所
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
私
に
と
っ
て
次
の
こ
と
が
次
第
に
明
白
に
な
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち

資
本
主
義
に
関
す
る
主
要
な
理
論
家
、
と
り
わ
け
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
伝
統

を
引
き
継
い
だ
人
た
ち
が
近
代
産
業
鮭
会
金
体
を
セ
ル
フ
・
イ
ン
タ
レ
ス

ト
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
特
微
づ
け
、
ま
た
営
利
企
業
を
、
家
族
を
こ
え

て
セ
ル
フ
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
組
織
化
す
る
ま
さ
に
典
型
的
単
位
と
し
て

取
り
扱
う
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、

近
代
産
業
社
会
の
社
会
構
造
に
は
も
う
一
つ
の
重
要
な
成
分
が
、
職
業
レ

ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
と
も
す
れ
ば
無
視
さ
れ
が
ち

で
あ
っ
た
。
専
門
職
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
そ
れ
で
あ
る
。
専
門
職
に
関

し
て
、
経
済
的
セ
ル
フ
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
も
つ
ぼ
ら
指
向
し
て
も
当
然
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だ
と
か
、
專
門
職
従
事
者
の
典
型
的
男
向
は
経
験
的
に
も
セ
ル
フ
・
イ
ン

タ
レ
ス
ト
に
よ
っ
て
特
微
づ
け
ら
れ
る
と
い
わ
れ
た
り
し
た
が
、
実
際
に

専
門
職
に
携
わ
る
人
び
と
は
こ
う
し
た
決
め
つ
け
を
は
ね
つ
け
て
い
る
。

資
本
主
義
に
関
す
る
理
論
家
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
私
企
業
が
繁
栄
し
て

き
て
い
る
嗣
じ
社
会
の
中
で
専
門
職
の
重
要
性
が
増
し
て
き
て
い
る
こ

と
、
し
か
も
専
門
職
が
主
と
し
て
私
的
営
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
逆
説

的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
つ
ま
り
専
門
職
と
い
う
も
の
は
、
政
府
の

諸
要
素
の
よ
う
に
『
祉
会
主
義
的
要
素
』
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
経
験
的
一
理
論
的
闘
題
複
合
は
、
医
療
費
門
職
に
対
す
る
私
の
関

　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

心
の
出
発
点
と
な
っ
た
」
。

　
右
の
二
つ
の
引
朋
文
は
い
ず
れ
も
、
蜜
伝
的
ま
た
は
圓
想
的
な
ス
タ
イ

ル
で
書
か
れ
た
論
文
の
一
節
で
あ
る
。
純
粋
に
ア
カ
デ
ミ
ヅ
ク
な
形
式
を

と
っ
た
論
文
の
お
も
て
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
よ
う
な
、
彼
の
理
論
的
関

心
の
移
り
ゆ
き
の
い
わ
ば
出
発
点
、
あ
る
い
は
方
向
づ
け
が
、
比
較
的
率

直
に
語
ら
れ
て
い
る
と
受
け
と
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
観
点
に
た
つ
な
ら
ば
、
五
一
年
に
至
る
ま
で
の
彼
の
理
論
展
糊
の
歩
み

を
、
資
本
主
義
－
社
会
正
義
と
い
う
二
者
択
一
図
式
に
対
す
る
繊
判
の
基

礎
づ
け
の
さ
ま
ざ
ま
な
展
開
と
し
て
、
跡
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
公
式
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
抵
判
と
し
て
の

ヴ
ュ
ー
パ
ー
の
摂
取
、
セ
ル
フ
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
理
論
の
典
型
と
し
て
の

功
利
主
義
の
批
判
、
決
定
論
的
思
考
の
撹
判
と
し
て
の
「
主
意
主
義
的
行

為
理
論
」
、
ま
た
そ
れ
ら
に
伴
う
方
法
論
的
作
業
と
し
て
の
「
分
析
的
ジ

ア
リ
ズ
ム
扁
、
ま
た
経
験
釣
な
批
判
的
準
拠
点
と
し
て
の
「
専
門
職
」
の

　
（
1
7
）

重
視
。

　
し
か
し
な
が
ら
バ
：
ソ
ン
ズ
に
と
っ
て
の
「
専
門
職
」
は
、
彼
の
研
究

の
方
向
づ
け
と
の
か
か
わ
り
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
自
身
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
と
の
か
か
わ
り
を
も
含
む
よ
う
な
、
あ
る
意
味
を
も
っ
て
い

た
よ
う
に
患
わ
れ
る
。
資
本
主
義
一
栓
会
主
義
と
い
う
二
者
択
｝
図
式

は
、
認
知
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
そ
れ
が
も
っ
て
い
る
倫
理

的
な
問
題
と
の
関
連
の
ゆ
え
に
、
実
践
的
生
活
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
も
あ
る
影

響
力
を
及
ぼ
す
よ
う
な
図
式
で
あ
る
。
こ
の
図
式
は
、
遡
っ
て
若
き
貨
の

パ
ー
ソ
ン
ズ
が
将
来
の
キ
ャ
リ
ア
を
選
択
す
る
際
に
も
、
か
な
り
の
影
響

を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
ロ
シ
ア
革
命
と
、
共
産
党
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
最
初
の

社
会
主
義
国
の
出
現
と
は
、
学
部
学
生
壁
代
以
来
の
私
の
思
考
に
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

て
、
決
定
的
な
簡
要
性
を
も
っ
て
い
た
」
。

　
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
思
考
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
？
　
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
学
生
時
・
代
の
バ
ー
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ン
ズ
の
示
し
て
い
る
軌
跡
に
注
臥
し
た
い
。
学
部
学
生
の
頃
の
パ
；
ソ
ン

ズ
は
は
じ
め
、
将
来
医
療
に
携
わ
る
可
能
性
を
も
含
ん
で
、
生
物
学
コ
ー

ス
を
専
攻
し
て
い
る
。
後
に
経
済
学
を
経
由
し
て
、
社
会
学
へ
と
転
向
す

る
の
で
あ
る
が
、
大
学
院
へ
と
進
む
こ
と
は
解
く
か
ら
心
に
決
め
て
い
た

　
（
2
0
）

と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
「
私
的
∵
営
利
的
な
」
コ
…
ス
を
盛
事
し
て
、
「
私
的
・

非
営
利
的
な
」
、
つ
ま
り
個
人
主
義
的
弓
由
を
保
持
し
な
が
ら
、
鴬
利

的
利
害
に
強
く
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
な
コ
…
ス
へ
の
、
一
貫
し
た
指
向
を

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
生
物
学
あ
る
い
は
医
療
の
諏
ー
ス
か

ら
、
社
会
科
学
へ
と
関
心
を
移
し
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
一

つ
の
専
門
職
を
実
際
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、

T
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
お
け
る
「
合
議
糊
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
「
専
門
職
」
を
め
ぐ
っ
て

八
三
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「
専
門
職
」
が
規
代
社
会
に
対
し
て
も
つ
意
味
の
探
求
へ
と
進
み
で
て
い

る
。
こ
れ
は
、
彼
の
場
合
「
専
門
職
」
へ
の
指
向
が
、
彼
の
鱈
人
的
な
思

考
の
内
部
で
完
結
す
る
よ
う
な
契
機
に
よ
っ
て
の
み
動
機
づ
け
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
先
に
指
摘
し
た
「
資
本
主
義
…
社
会
主
義
」
と
い
う
図

式
と
の
閣
連
を
含
ん
で
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
研
究
史
と
個
人
史
と
の
深
い
結
び
つ
き
は
、
彼
の
よ
う
に

大
き
な
ス
ケ
：
ル
で
思
想
を
展
開
す
る
タ
イ
プ
の
研
究
考
に
と
っ
て
は
、

い
わ
ば
一
つ
の
必
要
条
件
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、

生
物
学
か
ら
社
会
学
へ
の
転
向
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
生
涯
の
中
で
、
　
一
つ

の
璽
要
な
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
　
　
「
手
段
的
活
動
主
義
」

論
」
に
つ
い
て

と

「
言
値
の
内
面
化

　
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
と
っ
て
、
研
究
な
い
し
学
問
す
る
と
い
う
行
為
は
、
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

人
の
藤
壷
的
行
為
と
根
本
的
に
異
な
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ

し
て
、
年
譜
ま
た
著
作
リ
ス
ト
か
ら
窺
え
る
限
り
で
は
、
彼
に
と
っ
て
の

托
会
学
は
、
彼
の
生
活
を
統
合
す
る
お
そ
ら
く
は
唯
一
の
強
い
焦
点
と
な

っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
ヴ
ェ
ー
バ
…
と
比
べ
る
と
、
ヴ

篤
ー
バ
ー
は
政
治
的
実
践
活
動
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
し
、
ま
た
政

治
鮒
・
時
局
的
な
論
説
も
多
数
書
い
て
い
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
政
治
的

な
問
題
を
扱
う
場
合
で
も
、
社
会
学
ま
た
は
政
治
社
会
掌
と
い
う
明
確
に

限
定
さ
れ
た
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
Q
彼
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
よ
う
に
、

社
会
学
か
ら
「
は
み
だ
す
」
と
い
う
こ
と
が
、
相
対
的
に
少
な
か
っ
た
よ

八
四

う
に
見
え
る
。
こ
の
こ
と
と
、
ま
た
、
彼
の
行
為
理
論
に
お
い
て
、
行
為

・
目
的
・
価
値
及
び
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
が
一
貫
し
て
鋭
く
問
題
に
さ
れ

て
い
た
こ
と
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
彼
の
個
人
生
活
と
研
究
生
活
と
を

あ
わ
せ
て
貫
く
バ
ラ
マ
ウ
ン
ト
な
緬
値
は
何
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題

は
問
う
こ
と
の
で
き
る
問
題
で
あ
る
。

　
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
ア
メ
リ
カ
歓
会
に
お
け
る
支
配
的
な
髄
値
を
、
「
手

段
的
活
動
主
義
」
（
一
質
。
◎
θ
柵
ニ
ヨ
㊦
鵠
帥
鶴
一
　
⇔
O
階
温
く
一
ω
ヨ
）
と
い
う
用
語
で
と
ら
え

て
い
る
。
こ
の
概
念
の
基
本
的
特
徴
は
、
究
極
的
な
億
値
な
い
し
羅
的
に

つ
い
て
の
問
い
か
け
を
、
あ
る
限
度
を
越
え
て
問
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し

ろ
究
極
的
目
的
一
こ
の
選
択
な
い
し
意
味
づ
け
に
関
わ
る
営
為
は
、
綱

人
の
自
由
ま
た
は
責
任
と
し
て
強
調
さ
れ
る
が
一
1
に
対
す
る
手
段
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
実
際
的
な
活
動
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

く
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
「
手
段
的
活
動
主
義
」
が
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お

い
て
占
め
る
位
置
の
掘
握
と
は
別
に
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
自
身
は
個
人
的
に

は
、
こ
の
価
値
パ
タ
ー
ン
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
た

の
か
、
と
い
う
聞
題
は
定
か
で
鳳
な
い
が
、
社
会
化
論
に
関
す
る
彼
の
基

本
的
見
解
、
「
手
段
的
活
動
主
義
」
を
扱
う
さ
い
の
記
述
の
仕
方
、
ま
た

生
涯
途
絶
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
精
力
的
な
著
作
活
動
な
ど
か
ら
推
測
す

る
と
、
彼
宿
身
こ
の
緬
纏
に
か
な
り
強
く
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
こ
の
価
値
パ
タ
ー
ン
は
、
歴
史
的
に
み
れ
ば
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

の
「
世
俗
内
禁
欲
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
は

　
　
　
　
　
（
2
3
）

指
摘
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
！
と
と
も
に
パ
ー
ソ
ン
ズ
も
、
世
俗
内
禁
欲

的
態
度
に
み
ら
れ
た
明
確
な
宗
教
的
根
拠
は
、
現
代
の
こ
の
価
値
パ
タ
…
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ン
か
ら
は
既
に
消
失
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
ま
で
は
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
パ
：
ソ
ソ
ズ
の
認
識
は
共
通
し
て
い
る
。
両
港
の
晃
解
と

基
本
的
態
度
が
わ
か
れ
る
の
は
、
こ
こ
か
ら
先
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
宗
教
的
意
味
の
消
失
過
程
と
合
理
化
過
程
と
の
進
行

の
は
て
に
、
「
精
神
の
な
い
尊
門
人
」
「
心
情
の
な
い
享
楽
入
」
の
世
界
の

到
来
を
予
書
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
「
個
人
に
と
っ
て
は
神
が
ど
れ

で
、
悪
魔
は
ど
れ
だ
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
で
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
2
4
）

い
」
と
述
べ
て
、
人
間
が
あ
る
緬
値
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
過
程
に
つ
い
て

は
、
宗
教
の
影
響
力
を
別
に
す
れ
ぽ
、
（
少
な
く
と
も
ヴ
ェ
！
バ
…
の
い

う
意
味
で
の
「
文
化
人
」
に
関
し
て
は
）
「
自
己
決
定
性
」
と
い
う
こ
と

以
外
に
は
、
何
の
手
が
か
り
も
与
え
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、

画
聖
の
多
神
教
的
世
界
に
お
け
る
「
神
々
の
永
遠
の
闘
争
」
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
パ
：
ソ
ン
ズ
は
、
「
ホ
ッ
ブ
ズ
的
秩
序
問
題
」
を

出
発
点
と
し
て
、
「
共
通
価
値
統
合
」
「
調
度
的
価
値
統
合
」
と
い
う
概
念

を
経
由
し
つ
つ
門
価
値
の
内
面
化
」
論
へ
至
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
社

会
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
統
合
の
問
題
と
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
・
レ
ヴ
ェ
ル
に
お

け
る
価
値
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
関
す
る
問
題
と
を
、
相
互
に
関
連
し
あ
っ

た
一
つ
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
そ
こ
に
お
け
る
パ
ー
ソ
ン
ズ
の

洞
察
は
、
人
間
が
コ
ミ
ッ
ト
す
る
鏑
値
体
系
は
、
「
自
己
決
定
性
」
と
い

う
こ
と
に
先
立
っ
て
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
・
シ
ス
テ
ム
の
外
部
か
ら
ひ
と

つ
の
所
与
と
し
て
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
見
解
を
基
本
的
に
含
ん
で
い

る
。
お
そ
ら
く
こ
の
見
解
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
値
の
多
神
教
的
状

況
に
お
け
る
世
界
へ
の
主
体
的
な
意
味
付
与
を
前
提
と
す
る
、
ヴ
ェ
ー
バ

…
的
な
緊
張
の
世
界
か
ら
、
パ
…
ソ
ン
ズ
は
一
歩
距
離
を
お
く
こ
と
が
で

き
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
「
意
味
」
と
い
う
欝
葉
を
使
う
な

ら
ば
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
・
シ
ス
テ
ム
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ー

パ
ー
は
個
人
の
商
颪
の
奥
へ
と
意
味
の
探
求
の
視
線
を
向
け
て
い
る
の
に

対
し
て
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
・
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
上
位
シ

　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

ス
テ
ム
と
の
関
係
へ
と
視
線
を
転
換
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
ヴ
ェ
ー

バ
ー
に
お
い
て
「
主
意
主
義
」
が
「
方
法
論
的
西
人
主
義
扁
に
対
し
て
も

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
不
可
分
の
関
係
を
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
分
離
し
て

い
る
こ
と
と
士
民
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
右
の
よ
う
な
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
社
会
化
論
の
含
意
を
、
動
機
づ
け
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
経
済
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
彼
の
社
会
化
論
は
、
行
為

港
の
コ
ミ
ッ
ト
す
る
価
値
は
基
本
的
に
所
与
の
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る

と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
手
段
的
活
動
主
義
」
に
ロ
ミ
ッ
ト
す
る
行

為
者
の
動
機
づ
け
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
「
手
段
的
活
動
主
義
」
に
含
ま
れ
て

い
る
「
究
概
的
鼠
標
」
と
手
段
と
し
て
の
「
活
動
主
義
」
と
の
関
係
に
麗

す
る
潜
在
的
な
ネ
ッ
ク
を
迂
回
し
て
、
「
活
動
主
義
」
の
側
面
へ
と
集
中

す
る
こ
と
を
、
強
化
す
る
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
立
場
か
ら
ヴ
ェ
ー
バ
！
の
主
張
す
る
究
極
的
埋
標

に
関
す
る
「
自
己
決
定
偉
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

　
「
究
極
的
鶏
標
」
と
「
手
段
」
と
が
既
に
内
面
化
さ
れ
た
段
階
の
後
に
、

そ
れ
ら
の
明
確
な
関
係
を
個
人
内
に
お
い
て
維
持
・
整
序
す
る
局
面
に
お

い
て
、
は
じ
め
て
有
意
味
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
世
俗
内
禁
欲
」
に
お
い
て
は
、
「
究
極
的
目
標
」
と
「
季
段
」
と
の
関
係

が
、
宗
教
的
な
儒
仰
と
し
て
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
者
の
エ

T
．
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
お
け
る
「
合
議
制
的
ア
ソ
シ
エ
…
シ
ョ
ソ
」
と
「
専
門
職
」
を
め
ぐ
っ
て

八
五
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ネ
ル
落
差
は
、
殿
俗
的
活
動
へ
と
全
適
確
に
水
路
づ
け
ら
れ
る
Q
ヴ
ェ
…

パ
ー
も
パ
ー
ソ
ン
ズ
も
と
も
に
、
「
世
俗
内
禁
欲
」
の
一
構
成
要
素
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
の
禁
欲
的
な
「
達
成
（
陽
鳳
。
磯
毎
碧
8
）
」
へ
の
強
い
摺
向
を

継
承
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
ら
は
、
「
虚
飾
内
禁
欲
」
に
お
い
て
行
為
の

意
味
的
な
一
貫
性
の
裏
打
ち
を
形
成
し
て
い
た
信
仰
が
、
既
に
園
難
と
な

っ
た
田
代
に
属
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
ヴ
ェ
ー
パ
…
は
、
「
究
極
的
薫
習
」

と
「
手
段
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
黒
磯
内
禁
欲
」
に
お
け
る
そ
れ
に
匹

敵
す
る
よ
う
な
明
確
な
関
係
を
、
行
為
巻
が
い
わ
ば
自
力
に
よ
っ
て
再
構

築
す
る
と
い
う
方
向
を
試
み
て
い
る
。
他
方
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
ヴ
ェ
ー
パ

ー
に
と
っ
て
強
い
磁
場
を
及
ぼ
し
た
と
こ
ろ
の
「
世
俗
内
禁
欲
」
に
お
け

る
「
究
極
的
欝
標
」
と
「
手
段
」
と
の
関
係
を
、
根
本
的
に
相
対
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
と
こ
ろ

の
宗
教
的
な
意
味
の
喪
失
の
三
代
と
の
、
一
種
の
マ
イ
ル
ド
な
折
れ
合
い

の
方
向
を
示
唆
し
、
結
果
的
に
、
「
活
動
主
義
」
の
側
面
へ
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
投
入
が
、
「
樵
平
内
禁
欲
」
の
場
合
と
同
じ
水
準
で
維
持
さ
れ
る
こ

と
に
、
適
合
的
な
理
論
構
成
へ
と
進
ん
で
い
る
。
「
世
俗
内
禁
欲
」
に
お

い
て
は
、
宗
教
的
確
儒
に
支
え
ら
れ
た
「
究
極
的
鼠
食
」
の
存
在
に
よ
っ

て
、
手
段
と
し
て
の
「
活
動
主
義
」
へ
の
動
機
づ
け
エ
ネ
ル
ギ
…
の
流
入

が
最
大
化
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
「
文
化
人
扁
の
議
論
に
お
い
て

は
、
「
究
極
的
馬
標
」
の
不
明
確
化
が
問
題
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
。

パ
ー
ソ
ン
ズ
の
社
会
化
論
と
「
手
段
的
濡
動
主
義
」
の
場
合
に
は
、
相
慰

化
し
た
「
究
極
的
目
標
」
に
つ
い
て
の
（
ヴ
ェ
：
パ
ー
が
旗
し
た
よ
う
な
）

過
度
の
問
い
か
け
を
、
あ
る
意
味
で
遮
断
す
る
か
た
ち
で
、
「
活
動
主
義
」

へ
の
行
為
者
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し

八
六

か
し
、
「
究
極
的
昌
標
」
と
の
明
確
な
連
関
の
背
景
な
し
に
、
行
為
者
は
「
活

動
主
義
」
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。

　
こ
の
聞
題
に
つ
い
て
、
「
活
動
」
に
樹
す
る
報
酬
と
い
う
観
点
か
ら
考

え
て
み
る
と
、
「
憶
俗
内
禁
欲
」
に
お
い
て
は
、
報
酬
の
あ
る
部
分
は
、

行
為
者
自
身
の
内
的
な
儒
仰
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
手
段

的
活
動
主
義
」
に
お
い
て
は
、
「
究
極
的
欝
標
」
の
多
元
化
と
そ
の
葬
超

越
的
な
性
格
に
よ
っ
て
、
「
世
俗
内
禁
欲
」
に
お
い
て
行
為
者
自
身
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

内
的
に
追
加
し
て
い
た
報
酬
の
多
く
の
部
分
は
、
行
為
者
と
と
も
に
社
会

シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
他
者
か
ら
の
社
会
的
な
報
酬
に
よ
っ
て
屑
代
り
さ

れ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ー
パ
…

の
場
合
の
よ
う
に
、
行
為
者
の
行
為
を
律
す
る
価
値
が
、
行
為
者
の
根
元

的
な
「
自
己
決
定
性
」
に
委
ね
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
行
為
者
の
「
活

動
」
に
関
し
て
、
行
為
者
磨
身
の
評
価
と
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
る
社
会
的

報
酬
と
の
問
に
翻
賠
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
揚
会
に
は

行
為
者
は
、
自
己
自
身
が
追
加
す
る
報
酬
に
も
他
者
か
ら
の
報
酬
に
も
大

き
な
期
待
は
で
き
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
遅
か
れ
早
か
れ
彼
の
勤
機
づ
け
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
水
準
は
低
下
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
パ
ー
ソ

ン
ズ
は
、
内
面
化
さ
れ
る
価
値
が
、
他
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
翻
雛
の
可
能
性
を
排
除
す
る
よ

う
な
理
論
購
成
に
向
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
バ
…
ソ
ソ
ズ
の
理
論
構

成
に
お
い
て
は
、
「
活
動
主
義
」
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
持
続
的
な
維

持
は
、
「
究
概
的
鍵
標
」
と
「
手
段
」
と
の
間
の
明
確
な
関
係
に
依
拠
す
る

行
為
渚
自
身
の
竿
釣
な
報
酬
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
他
春
か
ら
の
社
会
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的
報
酬
に
よ
り
多
く
依
存
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
お
け
る
緬
値
の
内
薗
化

論
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
秩
序
問
題
」
と
の
関
連
だ
け
で
は

な
く
、
行
為
の
意
味
的
な
構
造
と
動
機
づ
け
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
関
係
の
問

題
に
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
「
世
俗
内
禁
欲
」
と
パ
ー
ソ
ン
ズ
あ
る
い
は
現

代
ア
メ
リ
カ
祉
会
に
お
け
る
「
手
段
的
活
動
主
義
し
と
を
対
照
さ
せ
る
な

ら
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
！
の
「
価
値
の
多
神
教
」
と
価
纏
の
自
己
決
定
性
と
い

う
議
論
は
、
そ
の
両
者
の
ち
ょ
う
ど
中
問
に
位
置
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

　
一
九
三
七
年
か
ら
一
九
五
〇
年
に
か
け
て
の
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
著
作
の
べ

　
（
2
7
）

…
ス
と
五
一
年
以
降
に
み
ら
れ
る
著
作
の
ラ
ッ
シ
ュ
と
を
比
較
す
る
と
、

き
わ
だ
っ
た
差
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
五
一
年
に
理
論
的
レ
ヴ
ェ
ル

に
お
け
る
大
き
な
飛
躍
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
五
一
年
差
は
じ

ま
る
社
会
化
論
の
展
開
も
、
「
共
通
緬
値
統
合
」
の
問
題
を
、
パ
：
ソ
ナ

リ
テ
ィ
・
シ
ス
テ
ム
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
基
礎
づ
け
た
こ

と
、
ま
た
「
主
観
的
見
地
」
と
「
客
観
的
見
地
」
と
の
方
法
論
鮒
な
乖
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

を
、
彼
の
概
念
枠
組
み
か
ら
解
消
し
た
こ
と
な
ど
の
点
に
お
い
て
、
こ
の

理
論
的
飛
躍
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
の
レ
ヴ
ェ

ル
に
お
い
て
も
、
彼
の
社
会
化
論
の
展
開
と
五
一
年
以
降
の
著
作
ラ
ッ
シ

唱
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
社
会

化
論
と
い
う
、
行
為
者
の
儀
値
へ
の
コ
ミ
ヅ
ト
メ
ン
ト
に
つ
い
て
の
彼
独

自
の
理
論
的
裏
打
ち
を
準
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
パ
ー
ソ
ン

ズ
は
「
手
段
的
活
動
主
義
」
に
積
極
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
え
た
の
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。

　
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
そ
の
鋳
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
で
の
講
演
を
一
つ
終
え
て
死

　
　
　
　
　
（
2
9
）

遍
し
た
と
い
う
。
彼
が
「
手
段
的
濡
動
主
義
扁
に
ロ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
と

す
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
最
後
の
一
日
で
あ
っ
た
よ
う

　
　
　
　
へ
3
0
）

に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

（
1
）
　
T
・
バ
：
ソ
ソ
ズ
講
演
会
嫁
、
一
九
七
八
年
十
二
月
五
日
京
大
会
館
に
お
い

　
　
て
催
さ
れ
た
。
原
題
は
　
〉
　
ω
0
9
0
δ
σ
q
裂
．
ω
　
く
冨
ミ
。
出
O
o
p
8
ヨ
2
鶏
q

　
》
ヨ
Φ
誉
2
ω
8
騨
①
蔓
で
あ
っ
た
。
本
稿
の
第
一
章
は
、
そ
の
講
演
を
テ
ー
プ

　
　
か
ら
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
何
度
か
倉
本
を
訪
れ
、
そ
の
た

　
び
に
多
く
の
講
演
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
収
録
す
る
講
演
は
、
お
そ
ら
く

　
日
本
に
お
け
る
彼
の
最
後
の
講
演
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
尚
、
嶽
重
な
録
音
テ

　
ー
プ
の
貸
出
し
を
許
し
て
下
さ
っ
た
、
烹
都
大
学
文
学
都
響
公
掌
研
究
箆
と
中

　
久
郎
先
生
に
感
謝
い
た
し
た
い
。

（
2
）
℃
器
。
量
§
．
、
、
O
声
影
雛
ヨ
．
ぢ
寄
8
三
〇
①
琶
雪
び
冨
冨
け
藏
¢
・

　
ω
o
ヨ
審
答
三
島
≦
筈
興
群
、
．
ぎ
冒
ミ
遣
ミ
。
、
℃
ミ
ミ
。
ミ
吋
6
§
§
§
く
9

　
ω
8
搭
b
。
ρ
や
ミ
」
ち
な
み
に
こ
の
反
護
的
表
現
と
、
講
演
中
の
「
全
く
正
し

　
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
」
と
い
う
表
現
は
、
ほ
ぼ
五
＋
年
の
歳
月
を
隔

　
　
て
て
照
応
し
て
い
る
。

（
3
）
憎
賃
8
歩
8
．
↓
ぎ
敦
、
§
ミ
、
恥
。
、
恥
＆
ミ
属
§
§
、
竃
。
O
鎚
苧
霧
｛
陶
層

　
Z
o
毛
鴫
O
『
ぎ
μ
り
ω
評
。
冨
ワ
ド
①
b
お
．
稲
上
・
厚
東
訳
曜
歓
会
的
行
為
の
構

　
造
八
木
鰹
社
、
一
九
七
鑓
年
。

（
4
）
「
化
石
化
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
」
に
対
す
る
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
批
判
は
、
『
赴
会
心
行

　
為
の
構
造
』
に
お
い
て
は
、
「
分
析
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
他
に
、
「
決
定
論
」
に

T
・
バ
…
ソ
ン
ズ
に
お
け
る
「
合
議
織
的
ア
ソ
シ
エ
…
シ
ョ
ン
」
と
「
専
門
職
」
を
め
ぐ
っ
て

八
七
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誓
学
研
究
　
第
五
百
隣
十
二
号

　
　
対
す
る
批
判
の
中
に
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

（
5
）
ぎ
窃
。
器
”
8
ぎ
§
詩
輪
§
ミ
⑦
＆
ミ
の
讐
§
、
ミ
駄
津
＄
ギ
Φ
墾
諸
暑

　
　
ぎ
勢
お
①
ρ
唱
。
』
も
。
ム
9
漸
明
正
道
監
訳
飛
政
治
と
社
会
急
造
』
上
、
誠
僑

　
　
一
蹴
湧
、
　
一
九
七
一
二
年
、
　
・
七
六
一
七
九
百
ハ
参
照
O

（
6
）
欝
崩
。
量
β
．
．
9
野
ま
四
覆
し
Q
。
。
…
巴
ω
聯
浄
璽
栂
ゲ
8
曙
n
》
℃
銭
8
⇒
・

　
　
¢
。
一
露
ω
8
藁
”
．
、
ぎ
的
g
ミ
臼
恥
§
蕊
§
亀
ミ
恥
馬
§
N
ミ
馬
§
ミ
》
ミ
§

　
　
↓
ぎ
o
q
㌔
閃
器
㊦
℃
器
。
。
。
・
り
Z
o
箋
磯
。
「
ぎ
掃
り
哨
メ
ワ
㎝
㎝
（
以
下
こ
の
文
献
を

　
　
》
℃
㊦
鴇
§
巴
口
翼
o
q
と
路
称
す
る
）
。

（
7
）
T
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
、
間
々
瞬
・
友
枝
駅
「
教
会
シ
ス
テ
ム
理
論
と
組
織
理

　
　
論
」
、
『
現
代
社
会
学
恥
第
七
巻
一
号
、
一
九
八
○
年
所
取
、
一
九
七
頁
。

（
8
）
　
M
・
ヴ
ェ
ー
パ
1
、
二
言
朗
訳
「
容
二
塁
支
配
の
案
質
、
諸
豊
岡
お
よ
び
展

　
　
闘
」
、
環
代
抵
会
学
大
系
5
『
糠
会
学
論
集
伽
青
木
醤
店
、
一
九
七
酬
年
所
収
、

　
　
三
二
四
一
三
　
一
五
頁
。

（
9
）
　
同
量
、
三
五
二
一
三
五
臨
頁
。
け
れ
ど
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
官
僚
制
の
進
展

　
　
に
伴
っ
て
、
「
専
門
訓
練
扁
と
「
専
門
試
験
」
の
重
要
性
が
ま
す
こ
と
に
注
意

　
　
し
て
い
る
　
（
同
右
、
三
五
七
頁
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
専
門
職

　
　
の
愚
心
性
の
増
大
化
が
、
官
僚
舗
の
変
質
と
結
び
つ
く
可
能
性
に
つ
い
て
は
、

　
　
と
く
に
指
摘
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
が
バ
！
ソ
ソ
ズ
と
異
な
る
。

（
1
0
）
　
A
・
・
ミ
ッ
ツ
マ
ソ
、
安
藤
英
治
訳
『
鉄
の
橿
睡
創
文
社
、
一
九
七
五
年
。

（
1
1
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ェ
ー
パ
！
と
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
晴
代
的
呼
鈴
的
背
景

　
　
の
差
、
ま
た
気
質
の
違
い
な
ど
も
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
バ
；

　
　
ソ
ソ
ズ
は
、
彼
の
「
認
知
的
役
割
モ
デ
ル
」
と
し
て
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
・
デ
払
ル

　
　
ケ
ム
・
フ
㍑
イ
ト
の
一
二
人
を
あ
げ
ソ
な
が
ら
も
、
ヴ
ュ
ー
パ
ー
よ
り
も
デ
箔
ル
ケ

　
　
ム
、
フ
ロ
イ
ト
と
の
良
己
の
認
知
的
ス
タ
イ
ル
の
圃
質
性
を
述
べ
て
い
る
（
〉

　
　
℃
興
8
瓢
鉱
工
翼
。
義
理
■
刈
？
圃
e
。

（
1
2
）
　
〉
㌘
門
の
。
楚
箔
類
翼
。
蔓
リ
マ
α
窃
庁

八
八

（
1
3
）
　
℃
勢
誘
。
話
闇
β
　
負
O
口
葵
ぎ
ざ
、
。
・
O
象
三
暫
島
8
8
ひ
①
↓
ぽ
。
「
鴇
。
｛

　
　
一
二
畠
轟
郎
8
0
購
ω
8
巨
ω
矯
。
。
g
ヨ
ω
り
．
、
ぎ
切
8
ミ
◎
卍
巴
ミ
↓
瀞
§
鳶
§
匙

　
　
さ
概
鴨
ミ
⑦
ミ
膏
爵
、
耳
糞
。
℃
器
。
。
切
”
乞
①
毛
く
。
『
ぎ
溢
Φ
メ
竈
．
。
。
－
ω
沸

（
1
4
）
　
講
演
の
後
で
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
対
し
て
五
つ
の
質
問
が
聴
衆
か
ら
な
さ
れ
、
彼

　
　
は
か
な
り
長
特
注
に
わ
た
っ
て
そ
れ
ら
に
答
え
た
。
質
問
の
テ
ー
マ
は
、
そ
れ

　
　
ぞ
れ
「
D
・
ベ
ル
の
下
多
絶
望
会
費
・
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
…
に
つ
い
て
」
「
官
鐘

　
　
鮒
と
合
議
制
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
」
　
「
ゴ
ー
ル
ド
ナ
ー
の
バ
ー
ン

　
　
ソ
ズ
銚
判
に
つ
い
て
」
「
第
蕪
世
界
に
つ
い
て
」
「
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
縫

　
　
会
学
説
の
役
割
に
つ
い
て
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
下
心
上
、
第
二
の

　
　
質
問
と
そ
の
返
答
の
み
を
か
か
げ
る
。

　
　
・
質
問
「
官
僚
制
と
》
8
蕾
σ
q
圃
離
島
。
湊
。
9
⇔
け
ご
ロ
《
に
つ
い
て
で
す
が
、
今
後
官

　
　
僚
制
は
ど
う
展
開
し
て
い
く
の
か
、
ま
た
》
8
｝
｝
①
α
q
醒
効
濱
。
。
鑓
二
〇
奥
は
社
会

　
　
に
お
い
て
ど
の
程
度
に
虫
要
な
パ
タ
ー
ン
と
な
る
の
か
。
そ
の
場
合
、
専
開
職

　
　
の
資
絡
を
取
得
し
な
い
｝
忌
火
衆
と
》
O
畠
Φ
α
Q
…
銑
m
器
O
O
翼
ご
⇔
《
と
の
関
係
に

　
　
つ
い
て
は
、
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
」
。

　
　
　
バ
！
ソ
ソ
ズ
「
そ
れ
は
、
ぎ
わ
め
て
重
要
で
か
つ
ま
た
き
わ
め
て
こ
み
い
っ

　
　
た
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
い
い
た
い
こ
と
は
、
た
と
え
そ
の
パ
タ
ー
ン
が

　
　
す
べ
て
の
安
々
の
間
に
普
遍
的
な
も
の
と
な
り
え
な
く
て
も
、
も
し
そ
れ
が
社

　
　
会
構
造
の
あ
る
戦
略
的
に
強
要
な
地
点
に
お
い
て
き
わ
だ
つ
も
の
と
な
る
の
で

　
　
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
全
体
に
対
し
て
重
要
で
一
般
的
な
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
、

　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
パ
タ
ー
ン
が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
他
の
綴
を

　
　
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。

　
　
　
家
族
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
蘭
虫
の
聞
で
は
、
コ
リ
…
ギ
ア
ル
な

　
　
麗
係
、
つ
ま
り
相
方
の
平
等
が
理
想
と
な
っ
て
き
て
い
る
し
、
ま
た
、
戒
熟
し

　
　
た
子
供
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
親
と
平
等
な
成
層
と
し
て
扱
う
傾
向
に
な

　
　
っ
て
き
た
。
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質
問
潜
が
指
摘
し
た
も
う
一
つ
の
論
点
、
專
門
職
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
残

間
企
業
の
組
織
ま
た
政
府
の
組
織
に
お
い
て
も
、
専
…
門
職
の
重
要
性
が
浸
透

し
、
專
開
職
へ
の
依
存
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
降
癖
の
高

度
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
川
本
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
変
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
ソ
ニ
ー
の
場
合
で
も
、
専
業
的
技
術
潜
の
力
な
く
し
て
は
、
あ
の

よ
う
な
商
品
を
製
作
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
独
学
で
た
た

き
あ
げ
た
よ
う
な
人
は
、
ゼ
ネ
ラ
ル
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
は
な
れ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
専
開
職
の
援
助
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
あ
る
社
会
学
者
は
、
専
門
職
に
必
要
な
訓
練
が
、
し
だ
い
に
企
業
の
手
を
は

な
れ
て
、
大
学
へ
と
移
行
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
専
門

職
の
酬
練
を
企
業
内
で
行
う
か
、
そ
れ
と
も
企
業
に
入
る
蔚
に
大
学
で
行
う

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
専
開
職
に
濁
す
る
訓
練
は
、
お
お
ま
か
に
い
っ

て
大
学
の
場
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
、
大
学
の
重
要
性

が
相
紺
的
に
伸
び
て
い
る
こ
と
の
一
つ
の
重
要
な
要
因
で
あ
る
。

　
す
で
に
指
摘
し
た
鼠
つ
の
主
要
な
バ
タ
ー
ソ
、
ア
ソ
シ
エ
…
シ
ョ
ナ
ル
・
官

僚
聖
霊
・
市
場
的
、
と
い
う
三
つ
の
パ
タ
：
ソ
が
、
あ
る
種
の
複
雑
な
バ
ラ
ン

ス
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
象
微
的
な
意
味
で
あ
げ
た
い
の
は
、
裁
判
所
で
あ
る
。
裁
留
所
は
複
数
の
鞘

事
か
ら
成
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
最
高
裁
判
藤
は
、
九
人
の
判

事
が
い
て
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
が
、
最
高
裁
畏
官
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か

し
判
決
を
下
す
際
に
は
、
長
窟
も
含
め
て
各
民
事
は
、
単
等
に
一
景
を
も
つ
。

こ
の
バ
タ
…
ン
は
、
委
員
会
に
お
い
て
も
ふ
つ
う
で
あ
る
。

　
私
と
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
プ
ラ
ッ
ト
（
O
o
慈
こ
匁
⇔
ε
と
の
共
著
の
本
の
中
で

指
摘
し
た
こ
と
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
お
い
て
は
四
つ
の
霊
璽
な
レ
ヴ
ェ

ル
が
区
劉
さ
れ
る
が
（
。
・
Φ
乱
O
「
　
鋤
O
巴
量
り
岩
a
o
円
　
甘
O
鉱
曙
》
ぴ
q
録
象
象
Φ

。・

ﾃ
偽
Φ
艮
ω
’
償
づ
餌
。
遠
声
山
＝
鈴
齢
⑦
。
。
ε
山
Φ
瓢
房
）
、
各
レ
ヴ
ェ
ル
内
部
で
は
、
3
り
一

　
　
ギ
ア
ル
で
あ
る
。
各
レ
ヴ
ェ
ル
の
間
に
は
、
ハ
イ
ラ
ー
キ
ヵ
ル
な
飛
騨
が
あ
る

　
　
が
、
し
か
し
あ
る
レ
ヴ
ェ
ル
の
内
部
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
数
年
荊
の
学
生
紛

　
　
争
の
蒔
に
、
学
生
逮
ほ
、
大
学
は
一
つ
の
大
規
模
な
奮
要
綱
に
す
ぎ
な
い
と
孟

　
　
比
し
た
。
も
ち
ろ
ん
大
学
に
は
、
学
長
、
学
部
長
、
ま
た
財
務
担
当
の
副
学
長

　
　
な
ど
が
い
て
、
蜜
僚
荊
的
要
素
は
あ
る
。
現
代
の
大
学
は
、
大
規
模
で
復
雑
な

　
　
町
会
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
か
ら
、
官
僚
制
的
要
紫
は
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、

　
　
大
学
の
核
心
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
教
授
団
と
学
生
で
あ
る
。
こ
の
核
心

　
　
は
、
宮
僚
制
的
に
組
織
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
学
部
長
と
教
授
醗
の
関

　
　
係
は
、
筋
春
が
後
餐
に
優
越
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
が
、
た
と

　
　
え
ば
あ
る
企
業
の
役
職
者
と
平
社
員
の
上
下
関
係
と
は
、
異
な
る
点
で
あ
る
。

　
　
　
私
の
考
え
で
は
、
教
授
団
と
学
生
と
い
う
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
核
心
は

　
　
保
た
れ
て
ゆ
き
、
ハ
イ
ラ
…
キ
カ
ル
な
窟
僚
捌
へ
と
変
形
す
る
こ
と
は
な
い
で

　
　
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
学
の
行
政
的
領
域
に
、
窟
瞭
憲
義
的
要
素
が
持
込
ま
れ

　
　
る
の
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
発
墨
の
分
野
に
お
い
て
も
、
す
べ
て
が
官
僚
制
的
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、

　
　
多
く
の
委
員
会
が
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は
政
府
に
お
い
て
も
岡
様
で
あ
る
。

　
　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
柄
の
バ
ラ
ン
ス
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
政
膀
・

　
　
企
業
が
官
僚
鋼
的
で
あ
っ
て
、
大
学
が
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
と
単
純

　
　
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

（
1
5
）
　
〉
℃
①
誘
◎
屋
一
襲
蔓
。
門
ざ
ワ
。
。
も
ゆ
尋

（
1
6
）
　
℃
弾
湯
8
。
・
”
↓
．
切
。
駄
ミ
⑦
竪
瓦
馬
無
ミ
偽
ミ
ミ
℃
ミ
偽
ミ
ミ
ミ
竜
㌧
閃
話
①
艶
①
聲

　
　
累
霧
く
霞
ぎ
ち
①
8
マ
器
S
武
事
良
三
監
駅
『
社
会
講
造
と
バ
…
ソ
ナ
リ

　
　
テ
ィ
蝕
薪
泉
社
、
一
九
七
三
年
、
四
三
一
頁
。

（
1
7
）
　
た
だ
し
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
伝
統
的
な
密
営
業
的
専
門
職
の
研
究
へ
と
や
や
領

　
　
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
Q
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
テ
ー
マ
に
と
っ
て
も
、
ま
た
今

　
　
鶏
の
組
織
の
中
に
働
く
専
門
職
の
増
加
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
官
僚
鯛
菱
織
の

T
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
お
け
る
「
合
議
制
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
「
専
門
職
」
を
め
ぐ
っ
て

八
九
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内
部
に
お
け
る
薫
製
職
と
組
織
の
関
係
の
問
題
が
、
第
一
に
璽
要
で
あ
ろ
う
。

　
　
O
｛
●
O
缶
一
事
”
ト
塑
↓
譜
盟
、
§
ミ
鳶
ミ
、
、
、
ミ
割
亀
§
ミ
傍
ミ
、
男
‘
。
霞
0
8
藁

　
　
切
8
犀
ω
u
ぼ
⑦
ミ
楓
。
同
ぎ
お
刈
Q
Q
．

（
1
8
）
　
》
℃
賃
答
岩
一
馬
脚
。
蔓
u
ワ
b
δ
O
・

（
1
9
）
　
生
物
学
か
ら
経
済
学
、
社
会
学
へ
と
い
う
コ
ー
ス
の
中
で
、
経
済
学
か
社
会

　
　
学
か
と
い
う
選
択
が
落
蒼
く
窟
で
に
は
、
か
な
り
の
聴
聞
が
必
要
で
あ
っ
た
よ

　
　
う
で
あ
る
Q
後
年
の
彼
の
選
択
肢
か
ら
の
選
択
過
程
と
し
て
の
行
為
の
性
絡
づ

　
　
け
を
思
い
超
こ
さ
せ
る
。
「
…
…
状
況
に
お
け
る
行
為
潜
は
一
連
の
主
要
な
指
向

　
　
の
デ
ィ
レ
ソ
マ
ー
状
況
が
彼
に
と
っ
て
確
定
的
な
意
味
を
も
つ
前
に
行
わ
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
ぬ
一
夕
の
選
択
1
に
慮
面
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
」

　
　
（
T
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
、
永
井
・
作
閏
・
橋
本
訳
『
行
為
の
総
合
理
論
を
め
ざ
し

　
　
て
隔
罠
太
指
導
鎗
湘
社
、
　
一
九
六
〇
年
、
　
一
ニ
ニ
ー
一
一
＝
二
頁
）
。

（
2
0
）
　
》
℃
臼
ω
o
器
一
譲
ω
8
蔓
響
ワ
．
b
。
昏
◇
．

（
2
1
）
　
O
冨
導
。
鈴
菊
。
（
亀
’
）
↓
ぎ
自
書
。
鳶
ミ
恥
◎
禽
ミ
》
ら
驚
§
、
ぎ
傷
一
勲
き

　
　
¢
乱
く
。
邑
曙
剛
『
怠
学
ζ
ご
一
8
ヨ
ぎ
α
q
肯
8
魏
鼠
び
。
鑑
。
ρ
溢
刈
。
。
”
ワ
嵩
ω
●
佐
藤

　
　
嘉
一
駅
『
A
・
シ
ュ
ッ
ッ
日
T
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
往
復
書
簡
　
桂
会
的
理
論
の
講

　
　
成
恥
木
鐸
社
、
一
九
八
○
年
、
二
匹
六
頁
。

（
2
2
）
　
℃
黛
8
霧
u
門
辱
砺
ミ
馬
ミ
憩
§
戦
亀
ミ
偽
§
ミ
℃
ミ
恥
§
ミ
執
§
　
8
■
o
搾
．
り

　
　
o
冨
ワ
『
－
ド
ρ

（
2
3
）
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
「
世
俗
内
禁
欲
」
お
よ
び
「
職
業
（
じ
d
O
註
h
）
」
と
、

　
　
パ
…
ソ
ソ
ズ
に
お
け
る
「
手
段
的
活
動
主
義
」
お
よ
び
「
専
門
職
（
鷲
。
富
。
。
・

　
　
甑
o
p
）
」
と
は
、
あ
る
対
応
を
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
父
親

　
　
は
若
い
頃
に
組
含
教
会
の
牧
師
（
O
o
品
N
農
雰
。
鋒
g
銑
慈
瓢
盗
。
円
）
と
し
て
、

　
　
ソ
！
シ
ア
ル
・
ゴ
ス
ペ
ル
運
動
に
か
か
わ
っ
た
経
歴
を
も
つ
と
い
う
（
》
℃
霞
・

　
　
呂
二
a
露
ψ
8
門
ざ
ワ
ω
ω
）
。

（
2
4
）
　
M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
出
口
勇
蔵
訳
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
世
界
の
大
思
想

九
〇

　
　
H
7
『
脚
が
甜
叡
・
琶
会
航
爾
櫨
翠
駈
河
山
国
轡
【
房
、
　
一
九
六
八
加
†
所
収
、
　
一
二
八
二
頁
O

（
2
5
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
九
年
十
二
月
八
日
に
催
さ
れ
た
「
ソ
シ
オ
ロ

　
　
ジ
岡
人
の
集
い
」
に
お
け
る
作
田
啓
一
の
報
欝
に
示
唆
を
う
け
て
い
る
。
．

・
2
6
）
作
田
啓
一
百
本
人
の
原
総
織
」
（
飯
鶴
・
鯖
雲
編
類
本
入
と
は
何
か
幽

　
　
ヨ
本
経
済
薪
聞
敏
、
一
九
七
三
年
所
収
）
三
一
一
頁
以
下
参
照
。

（
2
7
）
　
一
九
三
八
年
か
ら
五
〇
年
に
か
け
て
、
彼
は
書
物
と
し
て
は
論
文
集
（
一
九

　
　
照
九
）
を
一
冊
出
版
し
て
い
る
が
、
薫
一
年
以
降
に
玩
較
の
藻
準
を
と
る
と
、

　
　
相
対
的
な
沈
黙
の
期
聞
と
い
う
印
象
を
う
け
る
。
彼
の
こ
の
期
間
の
偲
入
史
に

　
　
眼
を
向
け
る
と
、
　
一
九
四
六
年
に
G
・
ビ
ブ
リ
ソ
グ
を
ト
レ
：
ニ
ソ
グ
・
ア
ナ

　
　
リ
ス
ト
と
し
て
精
神
分
析
の
訓
練
分
析
を
受
け
て
い
る
。
医
節
と
く
に
精
神
分

　
　
愚
智
へ
の
関
心
か
ら
の
研
究
上
の
必
要
ぽ
か
り
で
は
な
く
、
綴
人
的
な
理
由
も

　
　
介
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
は
記
述
さ
れ
て
い

　
　
な
い
が
、
匹
六
年
に
先
立
つ
数
年
聞
に
近
親
者
の
相
つ
ぐ
死
去
が
か
き
と
め
ら

　
　
れ
て
い
る
（
〉
喝
の
携
。
昌
鋤
鵠
翼
。
曙
ψ
℃
宰
。
。
o
。
－
ω
り
）
。

（
2
8
）
　
O
轟
慈
。
箪
衷
（
＆
陰
）
o
や
9
内
二
讐
．
旨
b
。
山
b
。
鼻
．
薗
掲
訳
醤
、
二
四
葭
一

　
　
二
照
七
頁
。

（
2
9
）
　
パ
…
ソ
ン
ズ
の
死
去
の
前
後
の
模
様
に
つ
い
て
は
、
　
》
砺
沁
　
き
ミ
隷
ミ
題
、

　
　
》
三
島
段
お
お
「
ま
た
、
映
q
ミ
ミ
浴
鎌
逡
ミ
ミ
鳶
、
⑦
暑
執
ミ
。
鷺
恥
N
§
職

　
　
⑦
o
熱
ミ
も
遷
息
黛
。
輿
蝕
曽
》
お
お
甲
ψ
ω
G
。
甲
ω
り
幹
及
び
、
8
ぎ
≧
恥
ミ
《
ミ
毎

　
　
↓
馬
ミ
霧
㌧
竃
竜
Φ
哺
お
謬
．
な
ど
を
参
照
。

（
3
0
）
　
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
「
合
議
飼
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
の
概
念
ほ
、
彼
の
好
敵

　
　
手
で
あ
っ
た
C
・
W
・
ミ
ル
ズ
の
「
パ
ワ
ー
・
エ
リ
ー
ト
」
論
に
封
ず
る
批
判

　
　
を
も
含
意
し
て
い
る
が
、
そ
の
闘
題
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
ふ
れ
る
こ
と
が
で

　
　
き
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
老
　
新
潟
大
学
教
養
部
〔
社
会
学
）
講
師
）



　　　The　Pa批e漁of‘‘Co夏legi＆璽Associa重io難，’and　the

　　　“Prefes＄iens”　in　Parsons’　Socielegy　一　A　Tribute

　　　to　the　Late　Professor　Talcott　Parsons

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Akio　Mizobe

　　This　paper　consists　of　two　parts．　The　first　part　is　a　translation　of

Parsons’　lecture　“A　Sociologist’s　View　of　Contemporary　American　So－

ciety，”　given　to　the　Department　of　Sociology　at　Kyoto　University　on

December　5，　1978．　The　second　part　is　my　discussion　on　the　place　of　the

pattern　of　“collegial　association”　and　the　“professions”　in　his　sociology，

two　of　strongly　emphasized　ideas　in　the　lecture．

　　His　conception　of　the　collegial　association　grew　primarily　out　of　his

criticism　of　M．　Weber’s　view　of　“universally　proceeding　bureaucra－

tization　in　all　dimensions　of　social　life．”　A1ready　in　1928－29　Parsons

showed　his　departure　from　the　Weberian　pessimistic　predictlon．　He

gradually　made　clear　the　reasons　for　this　dissent，　in　coping　with　the

methodologlcal　problem　in　his　earlier　works　〈analytical　rea！ism　as　a

critica！　comment　on　Weber’s　theory　of　ideal　types），　then　puTsuing

the　study　of　the　professions　in　modern　society，　and　at　the　last　stage

conceptuallzing　the　pattern　of　collegial　association．　He　recognizes，　as

well　as　Weber，　that　bureaucratic　organization　can　be　counterbalanced　by

other　dimensions　of　sociai　life，　but　he　goes　further　beyond　Weber’s

perspective　in　that　he　admits　the　possibility　of　combination　of　the　collegial

pattern　and　the　bureaueratic　pattern　in　the　very　inside　of　bureaucracy．

　　H玉si皿terest　in之he　s呈9丘i丘cance　of　the　profess三〇ns　as　a　pr呈vate　and

nonprofit　sector　of　social　activities　in　modern　society　can　be　traced　back

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6



to　his　cTitic1sm　of　the　dichotornous　scheme，　capitalism　versus　social－

ism，　in　his　student　days．　lt　is　well　known　that　the　study　of　the　pro－

fessions　performed　an　lmportant　ro！e　in　the　development　of　his　theory．

But　I　point　out　that　in　the　criticlsm　of　the　dichotomeus　seherne　he　not

only　refers　to　its　insufficiency　for　an　analysis　of　society，　but　he　also

expresses　his　denial　to　commit　himself　to　either　side　of　the　scheme．

So　he　devoted　himseif　in　his　whole　］ife　to　one　of　the　professions，

which　did　not　figure　in　the　scheme．　The　concept　of　“profession”

stands　where　his　theoretical　and　moral　concern　intersects　each　other．

　　Parson＄　formulates　the　dorninant　Arnerican　value　pattern　as　“instru－

mental　activisrn，”　to　which　he　also　seerns　to　commit　himself　in　some

sense．　This　pa£tern　comes　from　the　Protestant　pattern　Weber　ealled

“inner－worldly　ascetism．”　He　presents　a　theory　of　socialization　to　ex－

plain　the　problem　of　how　the　pattern　is　internalized　on　the　personality

system　level　in　the　situation　where　relig｝ous　faith　cannot　be　counted

on．　His　theory　of　socialization　ha＄，　however，　a　feature　similar　to

religious　belief，　since　he　assumes　that　one’s　ultlmate．value　or　ultimate

goal　conies　from　outside　of　his　personality　system．　This　way　of　thlnking

is　in　oppos1tion　to　the　Weberian　assertion　of　“seif－decisionism”　in　his

diseussion　of　Kztlturmenschen．　The　theory　of　sociaiization　accompanied

with　that　of　common－value　integration　enables　Parsons　to　distingdish

his　position　from　the　Weberian　polytheist　view　of　the　plurality　of

incoMpatible　values．　And　it　seems　to　give　him　a　theoretical　ground　of．

his　comrnitment　to　“in＄trumental　activism．”
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