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共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題

中

久
　
郎

概
念
化
を
め
ぐ
る
問
題

　
i
共
同
態
と
共
同
体
一

　
共
同
体
を
め
ぐ
る
論
議
は
、
社
会
学
の
分
野
に
お
い
て
も
新
た
な
思
想
的
課
題
の
も
と
に
、
近
年
か
な
り
活
発
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
主

題
と
す
る
論
究
の
さ
い
、
誰
も
が
認
め
て
き
た
の
は
、
共
同
体
の
概
念
に
十
分
合
意
可
能
な
ほ
ど
の
定
義
が
依
然
え
ら
れ
て
い
な
い
実
状

で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
社
会
学
の
理
論
的
系
譜
か
ら
い
え
ば
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
Ω
。
旨
Φ
ぎ
。
。
。
訂
坤
）
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
　
（
8
白
楽
β
－

巳
購
）
、
コ
ミ
ュ
ノ
ー
テ
（
O
O
目
P
目
P
賃
5
鋤
口
酔
傷
）
等
に
つ
い
て
の
西
洋
に
お
け
る
諸
規
定
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
各
々
は
、

互
い
に
独
自
な
知
的
伝
統
の
も
と
に
生
ま
れ
定
着
し
て
き
た
事
情
も
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
は
重
要
な
点
で
区
捌
可
能
な
特
徴
が
あ
る
。

そ
の
上
こ
れ
ら
の
語
は
、
そ
れ
ら
が
理
論
的
に
培
わ
れ
て
き
た
社
会
に
お
い
て
必
ず
し
も
厳
密
に
一
義
的
な
規
定
を
み
て
い
る
と
は
い
え

な
い
。
そ
う
し
た
諸
概
念
を
同
時
に
共
同
体
論
の
な
か
に
受
け
い
れ
て
き
た
我
々
に
と
っ
て
、
事
情
は
一
層
困
難
な
状
態
に
あ
る
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
わ
が
国
の
場
合
の
実
態
把
握
と
い
う
意
図
に
即
し
た
概
念
化
を
、
独
自
に
試
み
る
こ
と

も
一
つ
の
途
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
比
較
社
会
学
的
観
点
の
研
究
を
行
う
た
め
に
は
、
西
洋
に
お
け
る
こ
の
語
の
原
義
に
さ
か
の
ぼ
る
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
整
序
に
予
め
努
め
る
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
必
要
に
応
え
る
た
め
に
は
共
同
体
に
つ
い
て
の
社
会
学
の
学
説
史
的
検
討

を
試
み
な
が
ら
、
諸
個
人
の
社
会
集
団
的
結
合
が
、
特
に
〈
共
同
的
〉
と
い
わ
れ
る
さ
い
の
複
合
的
意
味
と
そ
の
関
係
を
、
適
切
に
位
置

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
一
般
的
な
概
念
図
式
を
構
成
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
共
同
体
の
類
縁
的
な
諸
概
念
の
関
連
も
確



　
　
か
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
な
か
で
共
同
体
の
一
般
的
な
理
論
分
析
に
適
合
し
た
意
義
あ
る
要
素
を
特
定
す
る
こ
と
も

　
　
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
意
図
か
ら
、
私
は
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
コ
ミ
ュ
ノ
ー
テ
）
の
意
味
の
も
つ
共
通
の
中
核
的
部
分
が

　
　
「
共
に
」
（
（
｝
O
H
P
⑦
一
口
　
　
O
O
琶
　
　
　
　
　
　
層
）
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
、
こ
の
語
に
一
特
に
ド
イ
ツ
語
で
あ
。
匿
津
と
い
う
語
綴
を
も
つ
ほ
か
の
語
と
も
同

　
　
様
に
一
抽
象
的
お
よ
び
具
象
的
な
両
義
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
先
ず
こ
の
場
合
に
「
共
に
」
と
い
う
意
味
は
、
単
に

　
　
人
々
が
共
に
在
っ
て
集
ま
る
と
か
、
集
団
的
な
所
属
意
識
を
も
つ
と
い
う
以
上
に
、
共
に
在
る
こ
と
を
欲
し
、
さ
ら
に
互
い
に
同
一
化
可

　
　
能
な
共
同
感
情
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
関
係
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
抽
象
的
に
は
、
一
定
範
囲
の
人
々
の
あ

　
　
い
だ
に
抱
か
れ
て
い
る
共
属
感
、
あ
る
い
は
我
々
意
識
を
基
準
と
し
て
識
別
可
能
な
社
会
的
溝
隠
（
凝
集
）
の
在
り
様
i
様
態
を
指
し

　
　
て
い
る
。
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
は
、
こ
の
よ
う
な
共
岡
的
な
結
合
様
態
、
つ
ま
り
「
共
同
態
」
の
意
味
と
同
時
に
具
体
的
に
、
共
同
態

　
　
を
基
本
的
な
統
合
原
理
と
し
て
具
象
的
に
構
成
さ
れ
た
集
合
体
、
つ
ま
り
「
共
同
体
」
の
意
味
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
意
味
は
、
ゲ
マ
イ

　
　
ン
シ
ャ
フ
ト
の
古
典
的
規
定
を
行
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
テ
ソ
ニ
エ
ス
の
場
合
に
「
共
同
的
な
生
活
様
式
」
と
、
「
共
同
的
な
有
機
体
」
あ

　
　
る
い
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
（
（
甲
O
b
日
①
一
口
α
Φ
）
と
に
区
溺
さ
れ
た
も
の
に
当
っ
て
い
る
（
男
日
α
募
岡
・
ρ
Q
§
§
防
ら
潮
慧
§
匙
O
§
葬
9
息
”
男
費
餌
言
p
巳

　
　
国
葬
P
H
c
。
c
。
8
お
①
ω
・
o
o
．
ω
H
．
b
。
島
－
。
。
“
杉
之
原
寿
一
訳
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
、
上
七
七
頁
、
下
一
九
九

　
　
一
二
〇
三
頁
。
以
下
同
書
の
引
用
の
み
文
中
注
記
）
。
こ
れ
ま
で
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
論
議
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
意
味
区
別
や
相
互
の

　
　
関
連
づ
け
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
共
同
体
の
概
念
化
に
と
っ
て
基
本
的
意
昧
を
も
つ
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
共
同
態
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
具
体
的
な
集

　
　
合
体
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
人
々
の
メ
ソ
バ
ア
と
し
て
の
相
互
的
な
行
為
や
関
係
が
共
同
態
的
特
性
、
つ
ま
り
「
共
同
性
」
を
基
本
的
に

　
　
そ
な
え
て
い
る
限
り
、
そ
の
程
度
と
範
囲
に
応
じ
て
共
同
体
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
定
義
か
ら
も
す
で
に

　
　
明
確
な
よ
う
に
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
共
同
体
化
の
程
度
を
問
わ
な
い
ま
ま
、
実
体
と
し
て
の
、
例
え
ば
ム
ラ
や
近

073　
　
　
　
　
　
共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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二
〇

隣
住
区
そ
れ
自
体
を
記
述
す
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会
科
学
に
お
け
る
他
の
諸
概
念
と
同
じ
よ
う
に
、
共
同
体
も
具
体
的
な
現
実
か
ら
意

味
適
合
的
に
構
成
さ
れ
る
分
析
的
概
念
で
あ
る
。
社
会
学
の
理
論
的
見
地
か
ら
い
え
ぽ
、
具
体
的
な
集
合
体
を
溝
成
す
る
人
々
の
結
合
様

態
に
は
、
共
同
態
だ
け
で
は
な
く
、
（
利
益
）
社
会
態
（
○
①
。
。
巴
の
。
冨
ε
や
社
交
態
（
○
①
。
。
巴
一
α
q
犀
簿
）
、
あ
る
い
は
協
同
態
（
O
魯
。
。
。
事
項
。
訂
ε

な
ど
が
程
度
と
範
囲
を
異
に
し
て
識
別
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
に
は
単
に
並
存
的
な
様
態
（
つ
ま
り
並
存
態
）
や
、
分
離
契
機
さ
え

支
配
的
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
な
か
で
共
同
的
な
様
態
が
、
人
々
の
現
実
の
行
為
の
経
過
の
仕
方
に
対
し
て
支
配
的
に
因
果
的
意
味
を

も
つ
と
き
に
、
そ
の
集
合
体
は
共
同
体
的
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
は
共
同
体
は
、
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
も
強
調
し
た
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

「
程
度
の
問
題
」
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
集
合
体
」
と
は
、
　
㈲
広
く
集
合
意
識
を
何
ら
か
の
程
度
で
分
有
し
て
い
る
人
々
の
総
体
を
指
す
こ
と
も
、
ま
た
ω
集
合

意
識
に
よ
っ
て
互
い
に
行
為
が
整
合
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
網
互
志
向
的
な
人
々
の
総
体
を
指
す
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
㈲
そ

の
よ
う
な
現
実
の
相
互
化
が
〈
共
通
〉
の
（
集
合
的
）
目
標
や
関
心
の
達
成
、
充
足
を
め
ざ
し
て
規
則
的
か
つ
持
続
的
に
行
わ
れ
る
と
き

に
も
、
こ
の
語
は
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
㈲
の
場
合
に
集
合
体
は
、
集
団
と
同
義
で
あ
る
。
「
集
団
」
と
は
、
何
ら
か
の
共
通
の
志
向
が

分
有
さ
れ
た
人
々
の
あ
い
だ
に
、
メ
ン
バ
ア
と
し
て
の
椙
互
的
な
行
為
や
社
会
関
係
が
、
持
続
的
に
観
察
さ
れ
る
集
合
的
単
位
で
あ
る

と
定
義
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
共
同
体
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
具
体
的
な
集
合
体
は
、
ω
三
聖
（
あ
る
い
は
民
族
）

共
同
体
の
よ
う
な
抽
象
的
な
「
社
会
形
象
し
と
し
て
現
象
化
さ
れ
る
こ
と
も
、
㈹
微
視
社
会
学
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
、
直
接
接
触
可
能
な
範

囲
の
人
々
の
社
会
的
関
連
の
う
ち
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
㈹
「
共
同
生
活
圏
」
の
「
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で

も
あ
る
。
し
か
し
、
共
同
体
の
概
念
化
が
最
も
適
切
に
可
能
と
な
る
の
は
、
㈹
有
機
的
な
集
合
的
態
度
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
集
団
で

あ
る
。
さ
ら
に
⑯
そ
う
し
た
共
同
体
的
な
諸
集
団
に
よ
る
包
括
的
な
、
あ
る
い
は
累
積
的
な
総
体
と
し
て
の
社
会
的
単
位
で
も
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
㈹
の
範
囲
で
可
能
な
共
同
態
は
、
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
あ
げ
た
よ
う
な
恋
愛
関
係
（
愛
の
共
同
態
）
、
信
仰
で
結
ぼ
れ
た
仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

間
、
戦
友
と
し
て
集
結
す
る
部
隊
、
あ
る
い
は
伝
統
的
な
村
落
に
お
け
る
近
隣
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
㈹
の
範
囲
の
共
同
態
は
、
人
間
生
態



　
　
学
で
い
わ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
よ
う
に
、
一
定
の
「
自
然
地
域
」
内
で
人
々
が
日
常
的
な
必
要
と
関
わ
り
か
ら
相
互
に
関
係
し
合
う
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
棲
的
、
共
生
的
な
地
域
的
範
域
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
特
定
さ
れ
て
、
共
同
生
活
圏
の
よ
う
に
共
同
生
活
の
基
本
的
諸
条
件
を
共
有
し
、

　
　
生
活
チ
ャ
ン
ス
を
共
に
す
る
人
々
の
集
団
構
成
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　
　
と
は
こ
の
よ
う
に
生
活
諸
関
心
が
包
括
的
に
充
足
さ
れ
る
よ
う
な
共
同
生
活
の
領
域
（
m
巴
①
鋤
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
領
域
は
、
我
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
意
識
を
基
本
と
し
た
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
」
を
基
準
と
し
て
識
別
さ
れ
る
。

　
　
　
共
同
体
が
実
現
さ
れ
る
集
合
体
は
、
こ
の
よ
う
な
生
活
圏
と
い
う
意
味
で
は
社
会
的
な
統
一
（
鰻
昆
σ
Q
毒
σ
q
）
あ
る
い
は
遮
合
（
＜
①
鼠
・

　
　
艮
σ
q
暮
σ
Q
）
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
限
り
で
は
、
「
共
同
社
会
」
的
形
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
共
同
体
と
し
て
、
さ
ら
に
固

　
　
有
の
意
義
を
も
つ
集
合
体
は
、
何
と
し
て
も
統
一
体
（
国
『
『
Φ
一
け
）
や
連
合
体
（
＜
①
凱
昌
）
で
あ
る
。
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
る
の
は
「
有
機

　
　
的
な
生
命
体
」
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
（
ω
．
ω
”
上
三
四
頁
）
。
例
え
ば
家
共
同
体
や
村
落
共
同
体
、
あ
る
い
は
〈
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的

　
　
生
命
力
〉
に
み
ち
た
有
機
体
と
し
て
の
「
共
同
組
織
」
（
（
甲
⑦
b
け
O
一
コ
≦
O
ω
O
跡
）
を
そ
な
え
た
中
世
都
市
な
ど
は
、
何
れ
も
固
有
に
歴
史
被
規
定

　
　
的
意
味
を
も
つ
共
同
体
と
し
て
、
周
知
の
よ
う
に
社
会
経
済
史
学
分
野
で
考
察
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
共
同

　
　
体
に
実
現
さ
れ
た
社
会
的
結
合
の
共
同
的
な
様
態
自
体
は
、
社
会
構
造
的
脈
絡
の
如
何
に
よ
り
そ
の
意
味
を
異
に
し
な
が
ら
、
ど
の
集
合

　
　
体
に
も
広
く
一
般
的
に
識
別
さ
れ
る
。
経
済
的
な
有
効
性
や
収
益
性
に
対
す
る
配
慮
中
心
の
企
業
組
織
や
組
合
の
よ
う
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ

　
　
ョ
ン
に
お
い
て
さ
え
、
人
々
の
メ
ン
バ
ア
と
し
て
の
結
合
次
元
で
助
長
さ
れ
る
共
同
態
が
、
集
団
的
構
成
の
基
本
的
統
舎
要
素
と
し
て
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
現
さ
れ
て
い
る
程
度
に
応
じ
て
、
そ
れ
は
共
同
体
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
こ
こ
で
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
一
定
範
囲
の
人
々
が
類
似
ま
た
は
共
通
の
目
的
や
関
心
に
志
向
す
る
こ
と
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
組

　
　
織
体
を
い
い
、
そ
れ
は
概
念
上
、
人
間
の
生
（
活
）
そ
の
も
の
の
全
体
性
に
お
け
る
表
現
の
集
合
的
単
位
、
つ
ま
り
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」

　
　
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
共
通
の
臼
的
が
成
員
に
主
観
的
共
属
に
も
と
づ
い
て
志
向
さ

　
　
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
人
格
の
ま
さ
し
く
個
別
的
な
も
の
に
よ
る
と
き
は
t
そ
の
チ
ャ
ン
ス
が
何
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
っ
て
も
一
そ

093　
　
　
　
　
　
共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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一
一
二

の
程
度
に
応
じ
て
共
同
目
的
が
あ
り
、
そ
れ
に
志
向
す
る
活
動
は
共
同
的
と
い
え
る
。
社
会
学
観
点
か
ら
の
共
同
体
論
の
最
近
の
趨
勢
と

し
て
目
立
つ
】
つ
は
、
伝
統
的
な
「
自
然
的
」
共
同
体
と
は
区
捌
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
次
元
で
の
「
選
択
的
」
共
同

体
の
意
義
が
一
層
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
形
態
の
共
同
体
、
つ
ま
り
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
（
あ
る
い
は
機
能
的
）
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
論
議
と
し
て
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
よ
る
職
業
集
団
論
に
学
説
史
的
に
重
要
な
一
つ
の
先
例
が
み
ら
れ
る
。

二
　
共
同
的
結
合
を
基
礎
づ
け
る
も
の
e

　
こ
の
よ
う
に
社
会
生
活
の
分
化
的
な
諸
領
域
に
構
成
さ
れ
る
ど
の
集
合
体
も
、
そ
れ
を
構
成
す
る
人
々
の
メ
ソ
バ
ア
と
し
て
の
結
合
様

態
が
、
共
同
的
な
特
性
（
共
同
性
）
を
顕
著
に
実
現
さ
せ
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
助
長
さ
せ
る
傾
向
を
も
つ
と
き
に
、
そ
の
程
度
と
範
囲
に

応
じ
て
共
同
体
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
定
義
に
も
と
づ
き
共
同
体
研
究
に
は
、
㈱
人
々
の
間
の
結
合
的
な
関
連
や
関
係
の
共
同

的
な
様
態
に
分
析
的
焦
点
を
据
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
⑥
こ
の
様
態
を
基
本
的
統
合
特
性
と
し
て
実
現
、
持
続
さ
せ
、
あ
る
い
は
喪
失

さ
せ
る
よ
う
な
社
会
的
構
成
一
再
構
成
過
程
を
問
題
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
が
不
可
分
的
に
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
各
々
は
社
会
特
性
論
的

お
よ
び
社
会
構
成
論
的
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　
前
者
が
社
会
特
性
論
的
と
い
わ
れ
る
の
は
、
共
同
性
が
人
々
の
集
合
体
成
員
で
あ
る
こ
と
の
本
質
の
な
か
に
含
意
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、

そ
の
集
合
体
の
一
つ
の
固
有
の
特
性
（
℃
吋
O
層
Φ
H
け
《
）
と
み
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
特
性
は
、
先
述
の
よ
う
に
人
々
の
共
属
感
を
基
準
に

識
捌
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
「
内
的
」
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
客
観
的
に
観
察
可
能
な
「
外
的
」
特
徴
と
は
区
別
さ
れ
る
。
後
者
の
社

会
構
成
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
狙
い
は
、
人
々
の
行
為
の
事
実
上
の
経
過
を
共
同
的
に
方
向
づ
け
る
こ
と
に
な
る
諸
条
件
が
何
か
を
、
社
会

的
に
複
合
的
な
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
構
成
－
再
構
成
過
程
の
な
か
で
問
う
こ
と
に
あ
る
。
社
会
学
の
理
論
的
見
地
か
ら
い
え
ぽ
、
ど
の
具
体

的
な
集
合
体
内
で
も
識
鋼
さ
れ
る
結
合
様
態
は
共
同
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
支
配
的
な
場
合
で
も
、
何
ほ
ど
か
桂
会
的
、
社

交
的
、
協
同
的
あ
る
い
は
並
存
的
な
諸
様
態
が
固
有
に
か
ら
ま
っ
て
い
る
。
問
題
は
、
対
象
と
な
る
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
集
合
体
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の
ど
の
よ
う
な
構
成
が
、
特
に
社
会
的
な
関
係
や
関
連
に
お
け
る
結
合
様
態
の
次
元
で
共
同
態
を
支
配
的
な
も
の
に
し
、
あ
る
い
は
そ
れ

を
失
わ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
応
え
る
の
が
社
会
構
成
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
構
成
（
粘
O
昌
B
m
け
一
〇
コ
）
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
地
質
学
上
の
成
層
と
い
う
概
念
を
社
会
認
識
に
適
用
し
た
い
た
め
で
あ
る
。
そ
れ

は
全
体
の
構
成
を
異
次
元
の
諸
契
機
の
共
時
的
な
重
層
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
と
と
も
に
、
全
体
の
集
合
的
構
成
単
位
が
不
断
の
形
成
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

程
の
な
か
で
構
造
化
一
再
構
造
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
社
会
構
成
諸
要
素
の
構
造
化
さ
れ
た
状
態
は
、
「
構

造
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
常
に
反
構
造
化
一
基
構
造
化
1
再
構
造
化
の
過
程
に
関
連
し
た
相
対
的
な
恒
常
性
を
保
持
し
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
点
は
、
社
会
的
結
合
の
共
同
的
様
態
が
、
重
層
的
な
各
層
位
の
な
か
で
程

度
と
範
囲
を
異
に
し
て
実
現
さ
れ
る
形
態
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
全
体
的
な
社
会
統
合
に
対
し
て
も
つ
意
味
が
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
共
同
態
は
具
体
的
集
合
体
に
お
い
て
は
、
社
会
集
団
的
な
結
合
契
機
と
し
て
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、

そ
の
様
態
自
体
は
人
間
存
在
の
根
源
的
層
位
に
お
い
て
結
合
の
在
り
様
の
基
礎
づ
け
と
な
る
集
合
的
契
機
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
は
反
構

造
化
や
、
脱
構
造
化
の
力
と
し
て
も
発
現
さ
れ
る
可
能
態
で
あ
る
。

　
共
同
体
研
究
へ
の
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
、
こ
の
よ
う
な
区
別
を
予
め
設
け
た
う
え
で
、
従
来
の
研
究
を
か
え
り
み
て
こ
こ
に
言
え

る
こ
と
は
、
研
究
の
第
一
義
的
関
心
の
殆
ど
が
共
同
体
的
な
集
団
構
成
の
問
題
に
求
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
そ
の
中
心
は
、

共
同
体
を
可
能
に
す
る
生
活
諸
条
件
、
と
り
わ
け
そ
の
「
物
的
基
盤
」
の
動
態
把
握
に
当
て
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
比
較

し
て
、
そ
の
集
団
構
成
が
ま
さ
に
「
共
同
（
体
）
的
」
と
い
え
る
た
め
の
特
性
、
つ
ま
り
共
同
性
と
は
何
か
の
問
い
と
な
る
と
、
こ
れ
ま

で
十
分
な
論
究
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
我
々
と
し
て
は
こ
れ
の
考
察
に
努
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
A
　
行
為
論
的
前
提

　
共
同
体
は
、
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
集
合
体
の
成
員
が
共
通
の
経
験
一
例
え
ば
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
何
か
を
総
体
的
に
共
有

し
、
そ
れ
に
よ
る
共
同
志
向
一
に
も
と
づ
き
抱
い
て
い
る
共
属
感
に
よ
っ
て
識
劉
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
集
合
体
と
い
わ
れ

　
　
　
　
共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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二
四

る
以
上
、
複
数
の
社
会
的
な
行
為
の
関
連
や
関
係
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
人
々
の
統
一
的
な
集
合
的
態
度
に
よ
っ
て

基
底
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
集
合
体
の
共
同
性
の
社
会
学
的
分
析
の
準
拠
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
集
合
的
態
度
に

も
と
つ
く
人
々
の
諸
関
連
や
諸
関
係
の
共
同
態
を
選
択
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
選
択
は
、
共
同
体
の
概
念
的
実
体
化
の
誤
謬
に

お
ち
い
ら
な
い
た
め
に
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
共
同
体
は
人
々
の
意
識
に
お
い
て
客
観
的
な
実
在
性
を
も
つ
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
け

れ
ど
も
、
そ
れ
は
つ
ね
に
社
会
的
な
行
為
の
事
実
上
の
相
互
化
過
程
の
な
か
で
、
経
験
科
学
的
に
検
証
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ぽ
社
会
学
的

に
は
無
意
味
で
あ
る
。

　
社
会
学
の
学
説
史
上
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
結
合
の
共
同
的
な
在
り
様
は
、
社
会
的
（
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
）
な
在
り
様
と
類

型
的
に
対
比
さ
れ
て
き
た
。
テ
ン
ニ
エ
ス
の
規
定
を
理
解
社
会
学
的
観
点
か
ら
分
析
的
に
特
定
し
た
ウ
ェ
ー
バ
：
の
定
義
に
よ
れ
ぽ
、
前

者
は
、
社
会
的
行
為
の
方
向
づ
け
が
互
い
の
主
観
的
に
感
じ
ら
れ
た
共
属
（
N
島
⇔
ヨ
ヨ
窪
σ
q
菩
α
ユ
σ
q
犀
の
謬
）
に
も
と
つ
く
場
合
を
い
い
、
後
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

は
、
そ
の
行
為
が
合
理
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
利
害
妥
結
ま
た
は
利
害
結
合
に
も
と
つ
く
場
合
を
い
う
。
私
は
有
意
味
的
行
為
が
常
に
事

実
上
極
限
の
場
合
と
し
て
し
か
在
り
え
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
、
前
者
の
共
岡
態
の
意
味
は
、
「
共
属
感
」
を
指
標
と
し
て
規
定
し
直
し

た
い
。
共
属
感
に
お
け
る
「
感
」
は
意
識
と
無
意
識
、
表
層
と
深
層
の
双
方
に
ま
た
が
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
の
内
省
に
よ
っ
て
意
識
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

あ
る
い
は
有
意
味
的
な
共
同
態
体
験
が
発
達
す
る
と
い
え
る
。

　
共
同
的
な
結
合
様
態
に
つ
い
て
の
考
察
に
は
、
㈱
こ
の
共
属
感
を
分
析
の
準
拠
と
す
る
も
の
と
、
ω
こ
の
感
情
に
よ
る
社
会
的
行
為

経
過
の
解
明
を
意
図
す
る
も
の
と
が
不
可
分
的
に
重
視
さ
れ
る
。
考
察
上
基
本
と
な
る
の
は
㈲
で
あ
り
、
本
稿
も
そ
の
論
述
に
可
成
り
頁

を
当
て
よ
う
と
思
う
が
、
そ
の
前
に
㈲
に
つ
い
て
問
題
点
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
い
っ
た
い
社
会
的
な
行
為
の
経
過
や
関
連
は
、
状
況
の

如
何
に
よ
り
殆
ど
無
限
の
変
化
に
富
む
様
態
に
お
け
る
多
様
な
反
応
か
ら
成
り
た
つ
の
で
あ
る
が
、
社
会
的
に
構
造
化
あ
る
い
は
制
度
化

さ
れ
る
環
境
の
も
と
で
は
、
そ
の
構
造
化
の
程
度
に
応
じ
人
々
の
行
為
反
応
に
は
、
事
実
上
何
ら
か
の
規
則
性
が
観
察
さ
れ
る
。
共
同
態

も
、
こ
の
よ
う
に
規
鯉
的
な
行
為
傾
向
や
集
合
的
態
度
の
う
ち
に
識
別
さ
れ
る
様
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
単
に
「
い
ま
」
「
こ



　
　
こ
」
に
の
み
観
察
可
能
な
偶
然
の
出
会
い
に
お
け
る
〈
共
同
的
〉
な
行
為
反
応
を
い
う
の
で
は
な
い
。
ど
の
集
合
体
で
も
成
員
の
行
為
が

　
　
互
い
に
「
気
に
か
け
る
」
「
気
づ
か
い
」
の
配
慮
が
中
心
的
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
側
面
で
共
同
性
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
共

　
　
同
態
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
反
応
を
可
能
に
す
る
互
い
の
態
度
や
人
格
と
し
て
の
存
在
性
に
よ
っ
て
持
続
的
に
結
ば
れ
た
共
同
状
態
を
い

　
　
う
の
で
あ
り
、
又
そ
れ
は
、
潜
在
的
な
可
能
態
と
し
て
在
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
可
能
態
が
、
人
々
の
集
団
成
員
と
し
て
の
本
質
に
含
意

　
　
さ
れ
た
そ
の
集
合
体
固
有
の
特
性
を
規
定
す
る
上
で
重
要
な
こ
と
は
、
人
々
の
共
同
的
な
態
度
が
〈
共
に
生
き
る
〉
上
で
の
共
同
経
験
に

　
　
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
も
共
同
態
は
、
意
識
を
の
が
れ
た
日
常
的
な
生
活
経
験
の
な
か
に
存
在
す
る
も
の

　
　
で
あ
る
。
そ
の
共
同
性
は
、
普
通
何
ら
か
の
集
合
的
な
否
定
的
契
機
に
よ
り
意
識
化
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。

　
　
　
そ
こ
で
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
も
含
め
て
共
同
体
化
を
可
能
に
す
る
も
の
が
何
か
を
、
事
実
に
即
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
構
成

　
　
－
再
構
成
過
程
の
う
ち
に
問
う
こ
と
で
あ
る
が
、
差
当
り
こ
こ
で
説
明
の
順
序
と
し
て
、
共
同
的
な
結
合
様
態
の
存
立
す
る
チ
ャ
ン
ス
が

　
　
何
に
も
と
つ
く
か
を
類
型
的
に
考
え
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
理
解
社
会
学
の
観
点
か
ら
い
っ
て
、
そ
れ
は
一
定
範
囲
の
人
々
の
あ
い
だ

　
　
で
事
実
上
の
実
行
に
よ
る
と
き
は
習
慣
的
あ
る
い
は
最
頻
的
で
あ
り
、
ま
た
何
ら
か
の
規
範
的
に
妥
当
す
べ
き
も
の
と
し
て
あ
る
事
象
に

　
　
よ
る
範
型
に
も
と
つ
く
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
チ
ャ
ン
ス
は
、
心
情
や
感
情
状
態
に
よ
る
ほ
か
、
実
際
上
の
互
い
の
利
害
状
態
に
よ

　
　
っ
て
制
約
さ
れ
た
結
合
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
分
析
的
に
識
劉
可
能
な
行
為
経
過
の
様
態
を
選
択
的
に
考
慮
し
て
、
慣
習
的
共
同
態
、

　
　
規
範
的
（
あ
る
い
は
理
念
的
）
共
同
態
、
心
情
共
同
態
、
利
益
共
同
態
の
区
別
を
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
こ
こ
に
特
別
の
注
意
が
必
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
規
範
的
共
同
態
と
い
わ
れ
る
な
か
で
、
特
に
共
同
態
が
人
々
の
意

　
　
歯
内
で
妥
当
す
べ
き
も
の
と
し
て
在
る
表
象
と
し
て
、
独
自
に
拘
束
的
な
実
在
性
を
も
つ
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
共
同
態
は
、
現
実

　
　
の
具
体
的
な
生
活
諸
連
関
か
ら
し
ば
し
ば
相
対
的
に
独
立
し
た
反
応
を
一
貫
し
て
引
き
出
す
限
り
に
お
い
て
有
意
味
的
な
の
で
あ
っ
て
、

　
　
こ
れ
の
最
も
典
型
的
な
例
の
一
つ
は
罠
族
共
同
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
接
的
に
は
全
く
無
縁
な
、
広
範
囲
の
人
々
の
あ
い
だ
で
の
文
化
の

　
　
総
体
的
な
分
有
性
を
基
準
と
し
て
識
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
人
々
の
行
為
連
関
の
す
べ
て
が
事
実
上
共
同
的
と
い
う
わ
け
で
は
な

鵬　
　
　
　
　
　
共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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二
六

143　
　
い
。
む
し
ろ
反
対
に
概
念
上
、
共
同
態
と
は
相
容
れ
な
い
「
闘
争
」
契
機
さ
え
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
意
味
で
の
共
同

　
　
態
の
な
か
に
は
、
人
々
の
意
識
に
お
い
て
、
そ
れ
が
実
在
と
し
て
の
他
老
と
の
関
わ
り
を
は
な
れ
、
た
だ
抽
象
的
に
擬
制
的
に
し
か
妥
当

　
　
性
を
も
た
な
い
も
の
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
民
族
共
同
体
は
、
ふ
つ
う
国
民
（
ま
瓢
。
コ
）
と
し
て
の
政
治
的
運
命
の
共
通
性
に
よ
る
特
に

　
　
政
治
的
意
義
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
B
　
共
属
感
を
め
ぐ
る
論
点

　
　
　
社
会
的
行
為
に
お
け
る
共
同
的
な
様
態
が
存
立
す
る
チ
ャ
ン
ス
は
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
共
同
的
と
い
え
る
た
め

　
　
に
は
、
そ
の
行
為
が
謡
言
感
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
共
属
感
は
複
雑
に
か
ら
み
合
っ
た
多
く
の
諸
要
素

　
　
か
ら
成
り
た
つ
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
不
可
分
的
な
金
体
性
に
お
け
る
包
括
的
な
接
近
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
諸
要
素
中
等

　
　
本
的
で
あ
る
の
は
「
我
々
意
識
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
そ
れ
が
人
々
の
意
識
の
な
か
に
不
可
分
な
全
体
性
（
8
邑
ξ
）
に
お
い
て
実
在

　
　
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
個
例
的
な
も
の
、
特
異
な
も
の
と
し
て
基
本
的
に
並
存
的
な
諸
個
人
の
意
識
の
有
効
な
総
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
と
い
う
意
味
で
の
成
全
性
（
≦
げ
O
一
〇
P
①
口
。
ω
）
の
も
の
か
と
い
う
区
別
が
あ
る
。
共
同
体
の
概
念
化
に
さ
い
し
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
念
頭
に
お
い

　
　
た
の
は
前
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
場
合
と
は
対
照
的
に
、
諸
個
人
は
全
体
的
な
実
在
性
を
も
つ
我
々
意
識
へ
の
コ
、
ミ
ッ
ト
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
ソ
ト
を
根
拠
と
し
て
相
互
に
自
己
の
行
為
を
「
愛
他
的
」
に
方
向
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
た
。

　
　
　
我
々
意
識
に
、
こ
の
よ
う
な
区
瑚
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
社
会
構
成
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
こ

　
　
の
意
識
の
形
成
過
程
を
ど
う
問
う
か
で
あ
る
。
そ
の
過
程
は
類
型
的
に
い
っ
て
、
同
質
的
な
集
団
構
成
の
場
合
と
異
質
的
な
そ
れ
の
場
合

　
　
が
予
め
区
別
さ
れ
る
。
前
者
の
過
程
で
は
、
我
々
意
識
の
共
有
的
態
度
は
「
機
械
的
連
帯
」
に
も
と
つ
く
不
可
分
的
な
有
機
的
統
一
か
ら

　
直
接
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
後
者
の
場
合
に
そ
れ
は
、
個
別
化
さ
れ
た
生
活
諸
関
心
の
分
立
的
な
諸
領
域
内
で
の
ア

　
　
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
連
関
を
通
じ
て
間
接
的
に
実
現
さ
れ
る
。
そ
の
可
能
性
は
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
社
会
的
役
割
に
付
与
さ
れ
た
規

　
範
に
も
と
つ
く
自
我
確
証
が
行
え
る
程
度
と
大
て
い
は
相
静
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
の
共
属
感
の
構
成
要
素
と
し
て
特
に



　
　
重
視
さ
れ
る
の
は
、
互
い
に
他
者
か
ら
好
意
的
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
有
意
味
感
や
自
己
の
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
性
を
信
頼
し
た
役
割
意
識
な
ど
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
考
え
の
社
会
学
的
に
有
力
な
論
拠
は
、
す
で
に
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
考
え
で
は
、
分
業
に

　
　
よ
る
機
能
的
相
互
依
存
の
体
系
が
「
有
機
的
連
帯
」
に
も
と
つ
く
も
の
に
再
構
成
さ
れ
る
理
想
的
状
態
か
実
現
さ
れ
る
と
き
、
諸
個
人
は
、

　
　
相
互
に
他
者
の
個
人
と
し
て
の
尊
厳
の
全
意
味
－
自
由
と
権
利
一
を
我
々
意
識
に
よ
る
道
徳
的
共
同
態
へ
の
帰
依
を
根
拠
と
し
て
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
け
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
最
近
、
英
国
の
プ
ラ
ン
ト
が
重
視
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
実
現
可
能
性
を
「
職
業
集

　
　
団
」
論
の
脈
絡
で
問
題
に
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
具
体
的
な
結
合
様
態
は
、
そ
れ
が
ど
れ
程
共
同
的
で
あ
る
と
い
え
て
も
、
そ
れ
に
は
分
離
的
契
機
が
含
ま
れ
、
又
は
か
の
結

　
　
合
諸
様
態
に
よ
っ
て
も
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ふ
つ
う
そ
れ
ら
i
特
に
（
利
益
）
社
会
的
な
様
態
一
が
結
合
の
事
実
上
の

　
　
存
続
性
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
経
過
の
な
か
で
互
い
の
意
識
に
お
け
る
共
属
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
特
に
重
視

　
　
さ
れ
て
き
た
の
は
、
㈲
互
い
に
何
か
を
総
体
的
に
分
有
し
、
㈲
そ
れ
を
我
々
の
も
の
と
し
て
感
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の

　
　
「
何
か
」
の
具
体
的
内
容
と
な
る
と
極
め
て
多
様
で
あ
る
。
例
え
ば
血
の
つ
な
が
り
、
家
系
譜
、
家
財
や
家
屋
、
特
定
の
財
や
土
地
、
愛

　
　
着
し
確
保
す
べ
き
対
象
と
し
て
の
「
大
地
」
、
共
通
の
信
仰
対
象
、
集
合
的
威
信
、
「
我
国
」
等
々
。
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
単
に
譲

　
　
渡
可
能
な
「
所
有
」
（
田
σ
q
・
昂
g
ヨ
）
対
象
で
は
な
く
、
「
体
有
」
（
b
u
・
簿
N
）
対
象
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
（
。
h
．
ω
逼
。
。
o
山
”
下
九
九
一
一
〇
一
頁
）
。

　
　
そ
う
し
て
特
に
心
理
学
的
に
み
て
、
問
題
は
、
各
自
が
我
が
も
の
と
し
て
同
一
視
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
自
己
が
そ
れ
に
表
現
さ
れ
る
も

　
　
の
、
実
在
的
本
質
が
拡
大
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
、
こ
れ
ら
の
体
有
対
象
が
、
我
々
の
も
の
と
し
て
共
有
的
な
も
の
に
一
し
た
が
っ
て
、

　
　
自
然
に
は
集
合
的
に
排
他
的
な
も
の
に
一
持
続
的
に
転
ず
る
諸
契
機
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
経
過
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ

　
　
う
に
、
何
か
に
対
し
て
人
々
が
集
合
的
に
体
有
し
て
い
る
と
い
う
現
実
が
一
そ
れ
に
対
す
る
表
象
の
仕
方
や
動
機
づ
け
ら
れ
る
行
動
は

　
　
各
自
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
に
し
て
も
一
、
志
向
対
象
の
共
通
性
に
関
し
て
統
一
的
意
味
連
関
を
成
り
た
た
せ
、
さ
ら
に
、
そ
の
経
験
に
よ

153　
　
　
　
　
　
共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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二
八

っ
て
共
同
的
な
感
情
が
喚
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
生
活
諸
条
件
や
集
団
的
・
文
化
的
諸
契
機
が

事
実
に
即
し
て
社
会
構
成
論
的
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
こ
の
重
要
な
問
い
に
対
す
る
応
答
は
一
先
ず
措
き
、

社
会
的
結
合
の
共
同
性
を
基
礎
づ
け
る
と
こ
ろ
の
一
層
重
要
な
根
拠
を
、
さ
ら
に
問
題
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

三
　
共
同
的
結
合
を
基
礎
づ
け
る
も
の
⇔

　
共
同
的
な
結
合
様
態
に
つ
い
て
の
社
会
学
的
考
察
は
、
ふ
つ
う
貫
属
感
を
分
析
準
拠
と
し
て
そ
の
結
合
の
社
会
的
に
現
象
化
さ
れ
る
諸

形
態
の
説
明
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
も
こ
の
諸
形
態
の
理
論
的
考
察
を
主
に
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
考
察
の
た
め
に
は

共
同
的
結
合
の
基
礎
づ
け
の
う
え
に
、
㈲
前
述
の
集
団
論
的
な
そ
れ
と
と
も
に
、
決
定
的
な
、
ω
人
間
学
的
根
拠
を
問
題
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
後
老
の
根
拠
の
ゆ
え
に
共
同
体
の
論
議
は
、
経
験
科
学
と
し
て
の
社
会
学
の
考
察
の
射
程
範
囲
を
超
え
、
広
く
人
間

に
関
す
る
諸
学
の
領
域
に
ま
で
拡
が
る
深
い
洞
察
が
必
要
な
主
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
の
考
察
に
お
い
て
、
人
間
は
本
質
的
に
共
同
的
存
在
（
（
Ψ
⑦
顎
口
O
一
嵩
≦
①
6
0
①
づ
）
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
れ
は
人
間
が

単
に
同
類
の
な
か
に
在
る
こ
と
を
好
む
と
い
う
意
味
で
の
群
居
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
人
間
が
「
社
交

的
」
で
あ
る
と
か
、
さ
ら
に
欲
し
さ
え
ず
れ
ば
互
い
に
自
由
に
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
「
社
会
的
」
（
σ
q
⑦
。
。
①
＝
。
・
。
訂
守

剛
δ
ゲ
）
で
あ
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
関
係
の
な
か
で
も
一
ま
た
単
に
「
並
存
的
」
で
あ
る
と
か
分
離
的
で
あ
っ
て

も
1
人
間
の
本
来
的
な
在
り
様
は
共
同
（
体
）
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
い
え
ば
、
共
同
体
化
（
あ
る
い
は
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

帯
化
）
の
可
能
性
は
、
ど
の
人
間
の
集
合
体
に
も
内
在
的
に
可
能
な
性
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
共
同
態
は
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
と
き
、
歴
史
理
論
を
構
成
す
る
一
つ
の
鍵
概
念
と
し
て
も
思
想
的
に
重
視
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
例

え
ば
個
人
の
本
来
的
な
在
り
様
が
、
共
同
体
の
始
原
的
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
考
え
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
前
提
の
ゆ
え

に
、
諸
個
人
が
共
同
体
か
ら
「
私
的
」
に
く
奪
う
〉
も
の
を
商
品
と
し
て
互
い
に
交
換
す
る
過
程
に
お
い
て
、
歴
史
的
に
成
立
し
た
近
代



　
　
市
民
社
会
の
う
ち
に
も
、
つ
ね
に
真
の
人
望
的
共
同
体
を
回
復
さ
せ
る
潜
在
的
な
力
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
共
同
態

　
　
は
、
資
本
家
社
会
と
し
て
現
わ
れ
る
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
現
実
の
社
会
的
生
活
諸
連
関
の
な
か
で
、
そ
の
現
状
を
基
本
的
に
問
い
直
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
こ
と
が
で
き
る
人
間
結
合
の
真
の
在
り
様
と
し
て
価
値
的
に
措
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
指
示
的
あ
る
い
は
倫
理
的
な
叙
述
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
を
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
社
会
学
の
観
点
か
ら
み
て
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
単
に
抽
象
的
に
措
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

　
　
歴
史
被
規
定
的
な
形
態
に
お
け
る
そ
れ
の
考
察
で
あ
る
。
特
に
具
体
的
な
集
団
構
成
の
な
か
で
実
現
さ
れ
、
又
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
た
在
り
様
の
動
態
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
共
同
的
結
合
の
な
か
に
は
、
そ
れ
が
例
え
ば
運
命
空
間
を
、
す
な
わ
ち
運
命
条
件

　
　
の
封
鎖
的
か
つ
不
可
避
的
な
性
質
を
も
つ
と
き
に
は
、
ふ
つ
う
個
別
主
義
的
傾
向
が
強
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
さ
い
の
メ
ソ
バ
ア
と
し

　
　
て
の
結
合
の
共
同
体
化
の
潜
勢
力
が
－
血
の
復
讐
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
血
縁
と
い
っ
た
i
人
間
存
在
の
根
源
的
な
層
位
の
深
み
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
】
）

　
　
つ
ら
な
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
と
り
わ
け
難
か
し
い
問
題
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
こ
の
点
に
論
議
の
焦
点
を
移
行
さ
せ
る
と
き
、
私
は
テ
ン
ニ
エ
ス
の
著
作
か
ら
改
め
て
必
要
な
示
唆
を
ひ
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
広

　
　
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
テ
ン
ニ
ェ
ス
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
論
の
特
徴
の
一
つ
は
、
共
同
的
な
結
合
様
態
が
人
間
の
「
生
命
の
一

　
　
部
」
で
あ
り
、
「
常
に
活
動
し
つ
づ
け
て
い
る
」
そ
れ
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
認
め
る
点
に
あ
る
（
ω
．
H
念
”
下
四
三
頁
）
。
そ

　
　
れ
と
同
時
に
、
共
同
態
は
単
に
そ
の
活
動
の
自
生
的
経
過
に
よ
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
考
え
を
斥
け
、
そ
れ
が
人
間
自
身
の
意
志
に
よ
っ

　
　
て
規
定
、
制
約
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
し
た
が
っ
て
本
質
的
に
知
的
・
観
念
的
性
格
を
も
つ
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
意
志
に

　
　
本
質
的
お
よ
び
選
択
的
と
よ
ぶ
二
種
を
区
別
す
る
。
前
者
は
実
在
的
・
自
然
的
な
意
志
で
あ
り
、
後
者
は
観
念
的
・
作
為
的
な
意
志
で
あ

　
　
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
し
て
社
会
的
結
合
体
は
、
「
実
在
的
、
有
機
的
な
生
命
体
」
と
「
観
念
的
、
機
械
的
な
形
成
物
」
と
に
区
分
さ

　
　
れ
る
。
前
者
が
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
本
質
で
あ
り
、
後
上
が
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
そ
れ
で
あ
る
（
ω
．
ω
“
上
三
四
－
五
頁
）
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
意
志
の
形
式
分
析
に
も
と
つ
く
テ
ン
ニ
エ
ス
の
社
会
的
結
合
論
の
前
提
に
は
、
「
緊
密
な
一
つ
の
全
体
」
を
な
す
人
間
に

　
　
つ
い
て
の
哲
学
的
な
考
え
が
あ
っ
た
（
ω
．
。
。
刈
叩
上
一
六
四
頁
）
。
そ
れ
は
人
間
が
、
他
の
有
機
体
と
共
通
に
も
つ
遺
伝
的
な
い
し
衝
動
的
な

173　
　
　
　
　
　
共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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哲
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研
究
　
第
五
百
四
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

意
志
を
基
底
に
お
き
な
が
ら
、
人
間
に
國
有
な
概
念
的
思
惟
や
知
性
に
い
た
る
ま
で
の
諸
要
素
を
段
階
的
、
連
続
的
に
有
し
て
い
る
と
い

う
考
え
で
あ
る
。
彼
も
こ
れ
を
「
植
物
的
ま
た
は
有
機
的
」
、
「
動
物
的
」
お
よ
び
「
人
間
的
ま
た
は
精
神
的
」
な
三
層
か
ら
な
る
相
互
関

連
的
な
全
体
性
に
お
い
て
定
式
化
し
た
。
植
物
的
生
命
は
生
命
体
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
の
本
質
は
自
己
の
陰
極
形
態
の
保

持
と
成
長
お
よ
び
再
生
産
に
あ
る
。
動
物
的
生
命
の
特
徴
は
、
主
と
し
て
植
物
的
生
命
を
持
続
す
る
た
め
の
自
然
的
な
外
的
運
動
で
あ
り
、

そ
れ
は
知
覚
ま
た
は
映
像
感
覚
に
よ
る
反
応
と
し
て
行
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
精
神
的
生
命
の
特
色
は
、
記
号
、
特
に
言
語
に
よ
る
相
互
間

の
伝
達
と
思
惟
の
発
達
に
求
め
ら
れ
る
（
ω
．
り
〒
ご
上
一
七
〇
1
一
八
○
頁
）
。

　
「
人
間
の
本
質
意
志
の
あ
ら
ゆ
る
動
機
は
、
有
機
的
生
命
の
な
か
に
存
在
し
て
お
り
、
精
神
的
生
命
に
お
い
て
方
向
、
指
導
な
ら
び
に

特
殊
な
形
態
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
最
も
重
要
な
普
通
の
表
現
は
、
最
も
多
く
動
物
的
生
命
の
な
か
に
現
わ
れ
る
」
（
ω
．
8
”
上
一
七
二
頁
）
。

こ
の
考
え
は
例
え
ば
後
に
シ
ェ
ー
ラ
！
が
西
欧
の
思
想
的
伝
統
を
ふ
ま
え
な
が
ら
『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
』
（
鼠
・
ω
。
冨
剛
①
♪
b
紬

曾
ミ
§
頓
§
晦
ミ
§
防
ぎ
§
§
肉
。
§
。
シ
H
8
。
。
）
の
な
か
で
深
め
た
そ
れ
と
重
ね
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
間
に
固
有

な
「
世
界
解
放
的
」
知
性
の
う
ち
に
人
間
の
本
質
的
な
特
徴
を
認
め
な
が
ら
、
人
間
を
同
時
に
他
の
生
物
と
共
通
に
も
つ
植
物
的
生
命
や

動
物
的
生
命
の
層
位
と
連
結
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
思
想
を
精
緻
に
論
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
考
え
は
、
人
間

を
神
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
動
植
物
と
対
比
す
る
観
点
に
た
ち
、
人
間
の
形
而
上
学
序
論
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
テ
ソ
戸
口
ス

の
人
間
学
は
、
前
述
の
よ
う
な
独
特
の
意
志
分
析
を
通
じ
て
諸
要
素
が
社
会
関
係
に
内
在
的
な
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
き
社
会

的
に
現
象
化
さ
れ
た
結
合
体
に
つ
い
て
の
「
規
準
概
念
」
（
つ
ま
り
、
ウ
ェ
…
バ
ー
の
場
合
の
理
念
型
概
念
）
の
構
成
を
目
指
そ
う
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
（
。
剛
．
ψ
目
ω
。
。
1
㎝
“
下
二
六
－
九
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
三
種
の
も
の
が
大
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
㈹
性
や
血
に
よ
る
植
物
的
生
命
の
つ
な
が
り

（
あ
る
い
は
「
き
ず
な
」
）
に
よ
り
自
然
的
か
つ
必
然
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
血
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
、
㈲
動
物
的
生
活
連
関
に
よ
る

「
共
同
居
住
」
を
そ
の
直
接
の
表
現
と
し
て
い
る
場
所
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
、
お
よ
び
㈲
共
同
の
精
神
的
紐
帯
に
よ
る
結
合
一
つ
ま



リ
、
目
的
や
意
図
を
等
し
く
す
る
人
々
の
純
粋
に
共
同
的
な
活
動
や
管
理
に
よ
る
精
神
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
こ
れ
で
あ
る
（
ω
・

上
五
〇
一
三
頁
）
。

H
堅
の
”

四
　
社
会
学
的
視
座
設
定

　
　
　
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
の
テ
ソ
ニ
エ
ス
の
論
述
か
ら
理
論
的
に
意
義
あ
る
示
唆
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
と
き
、
予
め
対
処
し
て

　
　
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
彼
の
場
合
に
必
ず
し
も
注
意
さ
れ
な
か
っ
た
共
同
態
と
共
同
体
の
概
念
上
の
区
別
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
時
代
に
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
時
代
が
続
い
て
い
る
」
（
ω
●
謡
“
下
二
〇
七
会
と
書
く
と
き
に
念
頭
に
お
か
れ
た
の

　
　
は
、
共
同
体
に
つ
い
て
の
歴
史
的
な
個
性
概
念
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ゲ
マ
イ
ソ
シ
ャ
ブ
ト
が
、
具
体
的
な
社
会
的
結
合
中
に
並
存
す
る
、

　
　
ほ
か
に
識
別
可
能
な
結
合
諸
様
態
の
う
ち
か
ら
析
出
さ
れ
る
要
素
と
し
て
重
視
さ
れ
る
さ
い
に
は
、
分
析
的
な
要
素
概
念
と
し
て
の
共
同

　
　
態
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
後
者
の
考
え
は
、
そ
の
後
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
ジ
ン
メ
ル
の
形
式
社
会
学
の
影
響
下
に
あ
る
社
会
関

　
　
係
の
理
論
的
研
究
分
野
で
独
自
の
発
展
を
み
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
前
者
の
歴
史
的
な
考
察
部
分
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
一
応
完
結
さ

　
　
れ
た
類
型
分
類
に
殆
ど
と
ど
ま
っ
た
。
そ
れ
は
具
体
的
な
歴
史
範
疇
と
し
て
、
妾
時
社
会
学
分
野
で
一
般
に
よ
く
行
わ
れ
た
二
分
法
的
な

　
　
区
分
t
例
え
ば
ス
ペ
ン
サ
ー
の
軍
事
型
社
会
と
産
業
型
社
会
、
メ
ー
ン
の
主
と
し
て
身
分
に
も
と
つ
く
社
会
と
契
約
に
も
と
つ
く
社
会

　
　
な
ど
一
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
テ
ン
ニ
エ
ス
は
、
歴
史
被
規
定
的
に
構
成
さ
れ
る
共
同
体
の
主
要
類
型
と
し
て
家
共
同
体
、
近
隣
（
あ
る

　
　
い
は
村
落
）
共
同
体
、
お
よ
び
中
世
都
市
を
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
血
の
、
場
所
の
、
精
神
の
ゲ
マ
イ
ソ
シ
ャ
ブ
ト
に
よ
っ
て
基
底
づ
け
ら

　
　
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
包
括
的
な
進
化
の
命
題
に
も
と
づ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
　
　
し
か
し
テ
ン
ニ
エ
ス
の
類
型
論
は
、
意
志
の
諸
形
式
に
よ
る
社
会
的
結
合
様
態
に
つ
い
て
の
考
察
を
主
体
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め

　
　
に
、
各
類
型
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
に
は
、
集
団
の
形
成
や
形
態
に
関
し
一
般
理
論
的
に
意
義
あ
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
。
特
に
そ
の
よ
う

　
　
な
集
団
形
態
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
身
内
」
（
あ
る
い
は
「
近
親
」
）
（
＜
目
配
寒
冷
冨
ε
、
「
隣
人
」
（
掌
毬
与
母
・
。
9
昏
）
、
お
よ
び
「
仲

193　
　
　
　
　
　
共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
＝



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

謝　
　
間
L
（
宰
窪
巳
。
。
。
冨
ε
で
あ
る
（
ω
・
謀
占
”
上
五
〇
1
一
頁
）
。
こ
の
各
々
は
家
共
同
体
、
近
隣
共
同
体
、
中
世
都
市
の
集
団
構
成
の
原
理
的

　
　
意
味
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
歴
史
的
関
連
か
ら
離
れ
て
一
般
的
意
義
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

　
　
ぞ
れ
は
、
共
同
的
な
結
合
様
態
に
よ
り
直
接
的
に
規
定
さ
れ
た
第
一
次
的
な
「
基
礎
形
態
」
と
し
て
も
あ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
諸
形
態
は
、
例
え
ば
精
神
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
場
合
に
、
「
ゼ
ク
テ
し
の
よ
う
に
、
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
化
し
た
「
教
会
」
に
対

　
　
立
し
た
自
由
な
有
資
格
者
間
の
結
社
（
＜
0
3
貯
）
と
か
、
米
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
型
的
な
現
実
化
と
さ
れ
る
自
発
的
結
社
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
独
自
に
形
成
可
能
で
あ
ろ
う
。
身
内
や
隣
人
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
形
態
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
共
同
態
は
、
後
で
も
考
察
す
る
よ
う
に
、
広
く
社
会
的
な
集
団
構
成
に
お
け
る
原

　
　
理
的
な
構
造
形
式
と
し
て
も
社
会
学
的
に
重
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
何
ら
か
の
程
度
と
範
囲
で
ど
の
具
体
的
な
集
合
体
に

　
　
も
内
在
し
、
そ
の
形
態
を
決
定
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
場
合
は
、
共
同
体
の
基
礎
形
態
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
結
合
の
「
原
様
態
」
が

　
　
第
二
次
的
な
「
波
及
形
態
」
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
身
内
的
な
結
合
様
態
も
、
収
益
性
に
対

　
　
す
る
配
慮
中
心
に
組
織
さ
れ
た
企
業
体
に
お
け
る
家
族
経
営
主
義
の
よ
う
に
、
そ
こ
で
の
合
理
化
さ
れ
た
諸
機
能
に
有
効
な
集
団
的
統
合

　
　
原
理
と
し
て
独
自
な
性
格
を
決
定
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
こ
の
経
過
に
つ
い
て
の
テ
ソ
ニ
エ
ス
の
考
え
は
、
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
時
代
」
に
お
け
る
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
残
津
」
を
論
じ
た

　
　
箇
所
や
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
言
及
し
た
な
か
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
（
ω
』
O
ω
誤
認
評
Φ
鱒
下
ニ
五
五
－
七
、
二
〇
二
一
五
頁
）
。

　
　
し
か
し
彼
の
著
作
か
ら
は
そ
れ
以
上
に
、
広
く
波
及
諸
形
態
に
ま
で
、
共
同
体
論
議
を
拡
張
す
る
う
え
に
与
え
る
理
論
的
示
唆
は
そ
れ

　
　
ほ
ど
多
く
な
い
。
我
々
が
得
る
こ
と
が
で
き
る
意
義
あ
る
部
分
は
、
む
し
ろ
基
礎
形
態
に
つ
い
て
の
類
型
論
的
考
察
の
中
に
盛
り
こ
ま
れ

　
　
た
幾
つ
か
の
洞
察
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
こ
こ
に
特
筆
で
き
る
一
つ
は
、
社
会
的
結
合
に
含
ま
れ
る
要
素
に
身
内
的
、
隣
人
的
、
仲

　
　
間
的
な
形
態
が
識
別
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
体
的
な
集
団
所
属
に
個
人
的
選
択
の
可
能
性
か
ら
み
て
自
然
的
お
よ
び
選
択
的
と
い

　
　
う
区
別
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。



　
　
　
こ
こ
で
自
然
的
と
い
う
の
は
、
特
に
身
内
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
共
同
態
が
自
然
的
な
意
味
あ
る
い
は
動
物
一
般
に
通
ず
る
意
味
に
お

　
　
け
る
夫
婦
関
係
や
、
血
の
つ
な
が
り
が
あ
る
と
認
め
合
う
有
機
的
か
つ
外
的
に
必
然
的
な
〈
機
縁
〉
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

　
　
を
意
味
し
て
い
る
。
共
同
居
住
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
村
の
近
隣
の
「
慣
れ
」
に
よ
る
地
縁
的
結
合
も
、
大
て
い
は
住
民
の
主
観
に
お
い

　
　
て
自
然
的
所
与
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
仲
間
と
し
て
の
結
舎
は
、
純
粋
に
は
「
創
造
的
な
意
志
に
よ
っ
て
生
命
を
与
え
ら
れ
て
い
る
」

　
　
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
隣
人
的
な
そ
れ
の
よ
う
に
慣
れ
や
熟
知
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
な
い
。
「
そ
れ
は
心
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
り
…
…
偶

　
　
然
的
あ
る
い
は
自
由
選
択
の
い
ず
れ
か
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
（
6
D
L
堅
①
”
上
五
〇
1
三
頁
）
。

　
　
　
共
同
体
的
結
合
に
こ
の
よ
う
な
類
型
的
区
別
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
こ
こ
に
特
別
の
注
釈
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
の

　
　
は
、
特
に
血
や
場
所
の
縁
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
限
り
で
の
自
然
的
な
〈
機
縁
〉
に
も
と
つ
く
結
審
で
あ
る
。
テ
ン
ニ
エ
ス
も
正
当
に
認

　
　
め
て
い
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
機
縁
自
体
は
没
意
味
的
な
事
象
で
あ
る
。
そ
れ
に
人
々
が
種
々
の
見
地
か
ら
付
与
す
る
意
味
に
も
と
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
て
、
そ
れ
は
社
会
的
な
行
為
経
過
の
仕
方
に
対
し
内
的
に
し
ば
し
ば
支
配
的
な
因
果
的
意
味
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ

　
　
う
な
行
為
経
過
も
ま
た
基
本
的
に
は
、
歴
史
被
規
定
的
な
特
定
形
態
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
共
同
体
化
機
縁
が
現
実
化
さ

　
　
れ
る
経
過
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
特
殊
化
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
機
縁
は
、
共
同
態
に
と
っ
て
本
源
的
で
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
一
し
た
が
っ
て
恒
常
的
に
現
存
す
る
と
い
え
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
社
会
学
的
に
み
て
決
定
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。

　
　
　
共
同
体
化
の
機
縁
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
人
々
の
表
象
を
通
じ
て
社
会
学
的
に
独
自
の
意
味
を
も
つ
。
そ
れ
は
人
々
の
態
度
や
行
為
を

　
　
「
内
か
ら
」
規
範
的
に
動
機
づ
け
る
力
と
も
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
力
は
屡
々
非
合
理
的
な
性
格
を
も
ち
、
人
々
の
集
合
的
ア
イ
デ
ソ
テ

　
　
ィ
テ
ィ
の
源
泉
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
機
縁
に
つ
い
て
の
表
象
が
直
接
接
触
可
能
な
人
々
の
範
囲
で
行
為
を
具
体
的
に
方

　
　
向
づ
け
て
い
る
と
き
に
は
、
事
実
上
そ
の
経
過
は
大
て
い
即
動
的
で
あ
る
が
、
そ
の
表
象
自
体
は
、
妥
当
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
行
為
を

　
　
価
値
合
理
的
に
方
向
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
例
と
し
て
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
よ
う
に
、
「
血
」
や
「
土
」
そ
の
他
の
諸
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
縁
に
も
と
つ
く
基
本
的
（
胃
・
ヨ
自
傷
芭
）
な
感
清
に
よ
っ
て
人
々
の
国
民
的
共
属
感
が
具
体
化
さ
れ
る
場
合
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
慰

謝　
　
　
　
　
　
共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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三
四

223　
　
別
主
義
的
な
事
実
上
の
社
会
構
成
と
相
即
的
に
高
め
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
が
理
念
的
に
抽
象
化
さ
れ
て
普
遍
主
義

　
　
的
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
の
核
と
な
る
の
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
人
々
の
生
活
が
集
合
的
に
定
型
化
さ
れ
る
規
範

　
　
的
秩
序
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
秩
序
の
正
当
化
の
と
り
わ
け
基
本
的
な
源
泉
は
、
上
位
の
文
化
的
志
向
体
系
に
依
存
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
共
同
的
な
結
合
の
原
様
態
は
、
そ
れ
が
身
内
的
、
隣
人
的
、
仲
間
的
形
態
で
現
わ
れ
て
も
、
血
の
、
場
所
の
、
精
神
の
つ

　
　
な
が
り
の
基
礎
づ
け
自
体
は
広
く
集
団
化
現
象
に
内
的
生
命
を
与
え
る
原
動
力
と
し
て
重
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
共
同

　
　
態
は
、
単
に
状
態
で
は
な
く
、
人
間
的
結
合
の
集
合
的
生
命
力
の
表
現
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
力
自
体
は
既
に
考
慮

　
　
し
た
よ
う
に
無
定
型
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
社
会
的
集
合
化
の
力
の
表
現
と
し
て
社
会
的
構
造
化
の
契
機
で
あ
る
が
、

　
　
同
時
に
反
構
造
化
や
脱
構
造
化
の
契
機
と
な
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
社
会
学
の
学
説
史
上
、
例
え
ば
コ
ン
ト
、
マ
ル
ク
ス
、

　
　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
な
ど
の
問
題
意
識
の
基
礎
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
ま
た
現
に
社
会
批
判
や
再
構
造
化
の
さ
い
価
値
合
理
的
に
帰
依
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
準
拠
理
念
と
し
て
も
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
テ
ン
ニ
エ
ス
の
考
え
の
な
か
の
特
徴
的
な
一
つ
は
、
共
同
的
な
結
合
を
規
定
す
る
も
の
が
、
人
間
の
本
来
的
あ
る
い
は
自
然

　
　
的
な
性
質
に
も
と
つ
く
契
機
に
あ
る
と
し
て
も
、
共
同
態
は
人
間
の
意
志
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
本
質
的
に
観
念
的
な
性
格
を

　
　
も
っ
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
彼
は
結
合
体
の
共
同
体
化
に
関
し
、
そ
れ
が
現
実
の
生
活
諸
条
件
に
も
と
つ
く
社
会
的
諸
関
係
の

　
　
性
質
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
現
わ
れ
る
事
実
経
過
を
重
視
し
な
が
ら
、
そ
の
考
察
の
焦
点
は
、
社
会
構
成
論
的
な
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
結

　
　
合
の
心
的
・
観
念
的
契
機
に
据
え
ら
れ
た
。
特
に
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
特
膚
な
意
志
と
し
て
の
相
互
に
共
通
な
結
合
的
な
心
も
ち

　
　
（
Ω
・
。
・
一
葦
自
σ
q
）
」
を
問
題
と
し
て
、
そ
れ
に
人
々
の
相
互
化
過
程
で
の
「
単
純
形
式
」
と
、
集
団
化
過
程
で
の
「
複
合
形
式
」
の
区
別
を

　
　
行
っ
て
い
る
（
o
。
』
O
幽
”
上
五
八
－
六
二
頁
）
。
テ
ン
ニ
エ
ス
は
こ
の
形
式
が
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
三
類
型
に
対
応
す
る
仕
方
で
分
化
す

　
　
る
も
の
と
考
え
た
が
、
そ
れ
は
類
型
論
的
な
考
察
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
の
考
察
に
は
、
集
団
の
共
同
体
的
構
成
の
契
機

　
　
を
「
内
か
ら
」
共
同
的
に
人
々
の
行
為
を
方
向
づ
け
る
心
的
、
観
念
的
な
行
動
原
理
に
求
め
よ
う
と
す
る
以
後
の
試
み
に
対
し
、
貴
重
な



理
論
的
示
唆
が
含
ま
れ
て
い
る
。

五
　
結
合
様
態
と
し
て
の
共
同
態

　
　
　
A
　
共
同
的
結
合
の
諸
次
元

　
　
社
会
学
の
理
論
的
見
地
か
ら
い
っ
て
共
同
体
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
ど
の
集
合
体
で
も
成
員
が
互
い
に
何
か
を
総
体
的
に
分
有
し
て
い

　
　
る
と
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
に
メ
ン
バ
ア
と
し
て
在
る
こ
と
を
欲
し
、
我
々
と
し
て
の
共
属
感
が
抱
か
れ
て
い
る
程
度
と
範
囲
に
お

　
　
い
て
識
別
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
再
び
慰
労
感
と
い
う
心
的
契
機
を
問
題
に
し
た
い
。
先
ず
こ
の
感
情
に
よ
っ
て
共
同
的
行
為
が
行
わ
れ

　
　
る
チ
ャ
ン
ス
は
、
基
本
的
に
意
味
体
系
に
対
す
る
人
々
の
合
意
（
8
霧
窪
ω
二
ω
）
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
合
意

　
　
と
共
属
感
は
、
集
合
体
の
共
同
化
に
と
っ
て
必
要
な
基
礎
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
合
意
は
そ
れ
自
体
と
し
て
人
々
の
共
同
早
行

　
　
為
の
み
を
成
り
た
た
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
社
交
的
あ
る
い
は
社
会
的
な
、
さ
ら
に
分
離
的
な
相
互
化
で
さ
え
可
能
に
す
る
前
提

　
　
で
あ
る
。
人
々
の
無
限
と
も
い
え
る
多
様
な
行
動
反
応
に
予
測
可
能
な
ほ
ど
の
秩
序
が
成
り
た
つ
た
め
に
は
、
相
互
の
諸
反
応
の
解
釈
が
、

　
　
多
少
と
も
安
定
し
た
「
共
有
的
枠
組
し
に
大
部
分
も
と
つ
い
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
意
味
の
準
拠
枠
は
、
最
も
広
義
に
解
さ
れ
る

　
　
「
社
会
規
範
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
人
々
に
合
意
さ
れ
て
い
る
と
ぎ
に
は
、
互
い
の
集
団
共
有
的
な
態
度
に
導
く
よ
う
な
3
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
シ

　
　
ョ
ン
が
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
、
そ
の
社
会
規
範
の
す
べ
て
が
、
行
動
面
で
の
一
様
化
、
標
準
化
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
一
様
で
な
い
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
な
行
動
が
互
い
に
理
解
さ
れ
る
た
め
の
標
準
的
意
味
体
系
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
ふ
つ
う
共
同
体
（
特
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
に
は
、
そ
れ
を
、
今
解
さ
れ
た
よ
う
な
広
義
の
社
会

　
　
規
範
が
共
有
さ
れ
互
い
の
意
思
の
疎
通
可
能
な
人
々
の
範
囲
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
G
・
H
ニ
ミ
ー
ド
が
意
中
に

　
　
お
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
人
々
の
態
度
の
う
ち
に
と
り
い
れ
ら
れ
た
「
一
般
化
さ
れ
た
他
者
」
に
つ
い
て
の
共
通
の
反
応
の
統
一
的
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
鎖
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
集
合
体
内
で
の
こ
の
よ
う
な
標
準
的
意
味
に
よ
る
相
互
理
解
可
能
性
と
い
う
こ
と
は
、

謝　
　
　
　
　
　
共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
三
五



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　

晶
弟
五
デ
日
四
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

謝　
　
共
同
体
的
な
集
団
講
成
に
と
っ
て
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
標
準
的
意
味
秩
序

　
　
の
分
有
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
互
い
に
感
情
状
態
を
理
解
し
、
〈
共
に
〉
感
じ
合
い
一
さ
ら
に
、
互
い
の
人
格
の
ま
さ
し
く
個

　
　
別
的
な
も
の
へ
の
共
感
を
可
能
に
す
る
態
度
に
も
と
つ
く
全
体
的
な
共
属
感
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
こ
で
私
は
そ
の
よ
う
な
感
情
状
態
の
う
ち
共
同
的
な
結
合
を
特
徴
づ
け
る
共
同
感
情
、
つ
ま
り
同
情
（
ω
矯
B
・

　
　
冨
薮
Φ
）
を
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
情
に
つ
い
て
｝
義
的
な
定
義
を
得
る
こ
と
は
難
か
し
い
が
、
私
は
、
シ
ェ
！
ラ
ー
に
し
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
い
、
そ
れ
を
自
他
の
あ
い
だ
の
本
質
的
差
異
性
を
前
提
と
し
た
「
共
歓
」
や
「
共
苦
」
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
考

　
　
え
に
も
と
づ
い
て
い
え
ば
、
同
情
は
互
い
の
感
情
の
均
質
的
な
全
体
へ
の
融
舎
や
合
一
化
の
表
わ
れ
で
あ
る
「
一
体
感
」
（
田
蕊
霊
匡
毒
σ
q
）

　
　
や
感
情
伝
染
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
の
非
配
意
表
現
で
あ
る
「
集
合
的
忘
我
し
な
ど
と
は
区
別
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
同
情
は
、
互
い
に
他

　
　
者
の
感
情
状
態
を
恰
も
自
分
自
身
の
こ
と
の
よ
う
に
と
り
込
む
と
か
、
反
対
に
「
我
」
が
「
汝
」
の
と
り
こ
と
な
り
引
き
込
ま
れ
る
と
い

　
　
つ
た
こ
と
が
一
方
的
に
み
ら
れ
る
一
体
化
を
い
う
の
で
は
な
く
、
相
互
的
な
一
つ
ま
り
「
共
に
」
自
分
の
よ
う
に
感
じ
合
う
と
い
う
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
味
で
共
同
的
な
感
情
で
あ
る
。
す
で
に
テ
ン
ニ
エ
ス
も
共
同
態
が
、
互
い
に
異
な
る
人
格
と
し
て
の
自
他
間
の
相
互
影
響
に
よ
る
感
情
的

　
　
な
働
き
か
け
が
、
結
合
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
な
関
係
様
態
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
（
ψ
ω
“
上
三
四
頁
）
。

　
　
　
共
同
感
情
は
、
こ
の
よ
う
に
一
体
感
と
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
体
感
に
よ
り
基
底
づ
け
ら
れ
る
関
係
に
あ
る
こ
と
に
も
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
時
に
特
別
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
一
体
感
は
、
互
い
の
感
清
の
〈
働
き
〉
の
自
然
的
な
、
し
た
が
っ
て
無
意
識
的
あ
る
い
は
意
識
下
的

　
　
な
経
過
の
統
一
態
と
し
て
裏
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
共
同
的
な
結
合
の
前
提
と
な
る
我
々
意
識
を
成
り
た
た
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
ま
た
こ
の
よ
う
な
一
体
感
に
も
と
つ
く
誉
田
的
直
観
が
、
例
え
ば
血
の
つ
な
が
り
の
よ
う
な
「
身
内
」
機
縁
で
あ
る
と
か
、
「
仲
間
」
の
結

　
　
び
つ
き
に
屡
々
含
ま
れ
る
気
質
的
な
も
の
、
つ
ま
り
社
会
的
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
生
物
学
的
に
決
定
さ
れ
た
人
間
の
「
基
本
的
」
感

　
　
情
に
も
と
つ
く
可
能
性
の
場
合
の
よ
う
に
、
一
体
感
に
よ
る
基
底
づ
け
の
問
題
は
、
特
に
重
視
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
ま
た
一
体
感
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
「
生
命
共
同
体
」
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
の
「
意
識
以
前
の
生
命
心
理
的
統
一
」
と
し
て
も
直
接
的
に
表
現



　
　
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
共
同
体
が
こ
の
よ
う
な
生
命
的
共
感
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
程
度
に
応
じ
て
、
共
同
的
結
合
を
可

　
　
能
に
す
る
共
感
も
単
に
状
態
的
な
も
の
と
は
い
え
な
く
な
る
。
そ
れ
は
共
同
的
な
集
団
形
成
の
過
程
に
言
わ
ば
充
填
さ
れ
た
潜
勢
力
で
あ

　
　
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
民
族
共
同
体
が
集
合
的
に
熱
狂
的
な
「
生
命
運
動
」
を
生
み
だ
す
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
歴
史
的
な
事
実
経

　
　
過
か
ら
推
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
共
同
体
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
各
人
が
「
国
民
」
と
い
う
精
神
的
人
格
に
一
さ
ら
に
ま
た
、

　
　
そ
れ
を
越
え
て
普
遍
主
義
的
に
も
1
理
念
的
に
基
底
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
今
い
っ
た
民
族
的
な
生
命
共
同
体
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
個
別
主
義
的
に
基
底
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
二
重
の
性
格
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
生
命
的
な
一
体
感
と

　
　
同
情
、
さ
ら
に
共
同
体
験
と
の
境
界
は
、
事
実
上
流
動
的
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
験
科
学
と
し
て
の
社
会
学
の
課
題
は
、

　
　
こ
の
よ
う
な
潜
勢
力
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
条
件
の
も
と
如
何
な
る
形
態
で
、
散
発
的
あ
る
い
は
常
態
的
に
現
象
化
さ
れ
る
か
を
事
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
即
し
て
確
か
め
る
こ
と
に
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
共
同
感
情
は
、
先
述
の
よ
う
に
人
々
が
「
共
に
」
自
他
の
感
情
状
態
を
感
じ
合
う
こ
と
に
よ
り
成
り
た
つ
の
で
あ
る
が
、
そ

　
　
れ
は
自
他
の
同
一
性
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
互
い
の
感
情
状
態
に
つ
い
て
の
認
知
と
か
理
解
、
あ
る
い
は
追
感

　
　
得
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
自
他
閥
の
理
解
は
、
互
い
に
異
な
る
何
ら
か
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
表
現
の

　
　
解
釈
を
通
じ
て
行
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
完
全
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
理
解
や
解
釈
は
さ
ま
ざ
ま
な
の

　
　
で
あ
る
が
、
そ
の
可
能
性
が
共
感
の
在
り
様
i
し
た
が
っ
て
、
そ
の
共
同
画
一
に
多
様
性
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
理
解

　
　
可
能
と
い
う
こ
と
と
同
情
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
他
者
の
苦
し
み
を
理
解
し
て
も
共
に
そ
れ
を
感
じ
「
思
い
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
る
」
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
「
殿
傷
の
喜
び
」
さ
え
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
共
同
感
情
の
前
提
と
な
る
理
解
は
、
そ
れ
ゆ

　
　
え
に
顕
在
的
あ
る
い
は
潜
在
的
に
、
互
い
の
行
為
を
共
同
的
に
方
向
づ
け
る
よ
う
な
集
合
的
態
度
に
も
と
づ
い
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い

　
　
の
で
あ
り
、
こ
の
ゆ
え
に
意
見
や
判
断
に
賛
成
し
な
い
も
の
や
、
敵
対
し
あ
う
も
の
ど
う
し
に
も
、
互
い
の
行
為
表
現
の
う
ち
に
生
動
す

　
　
る
人
格
に
触
れ
る
共
同
的
な
感
情
が
生
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
さ
い
集
合
意
識
に
よ
る
拘
束
は
、
何
か
が
総
体
的
に
共
有
さ

謝　
　
　
　
　
　
共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
牲
の
聞
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
れ
る
共
属
感
に
も
と
つ
く
と
き
は
持
続
的
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
経
過
の
な
か
で
合
意
は
、
共
同
的

な
結
合
に
と
っ
て
の
十
分
条
件
と
も
い
え
る
共
感
を
、
成
り
た
た
せ
る
と
こ
ろ
の
必
要
な
前
提
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
共
感
を
中
心
に
共
同
的
な
結
合
様
態
を
考
え
る
う
え
で
、
社
会
学
の
学
説
史
上
、
特
別
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
し
て
、

こ
こ
に
重
視
さ
れ
る
の
は
、
形
式
社
会
学
の
流
れ
を
直
接
に
く
む
ド
イ
ツ
の
社
会
学
説
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
フ
ィ
ー
ア
カ
ン
ト
の
見
解
は
、

テ
ン
ニ
エ
ス
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
の
な
か
に
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
関
係
の
も
と
に
あ
っ
て
変
ら
な
い
結
合
の
本
質
を
見
出
し
、
そ

れ
に
現
象
学
的
分
析
を
加
え
た
こ
と
で
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ー
ア
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
そ
の
本
質
と
い
え
る
の
は
社
会
に
お
け
る

人
間
の
内
的
結
合
性
（
ぎ
器
お
く
。
チ
煽
誉
山
導
冨
津
）
で
あ
る
。
そ
れ
が
表
現
さ
れ
る
現
実
的
諸
形
象
は
第
二
次
的
な
意
義
の
対
象
で
し
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

く
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
も
ま
た
内
的
結
合
性
の
多
少
と
も
疎
遠
と
な
っ
た
形
式
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
こ
で
内
的
結
合
と
い
う
の
は
、
主
恩
人
間
の
「
内
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
相
互
行
為
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
相
互
に
他
者
の
表

現
お
よ
び
理
解
の
過
程
に
相
互
的
感
化
が
発
生
し
、
各
人
の
体
験
を
そ
の
全
状
況
に
お
い
て
他
者
の
そ
れ
に
関
わ
ら
ぜ
る
よ
う
な
感
化
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

相
互
性
が
成
り
た
つ
と
き
、
そ
の
相
互
化
過
程
の
な
か
に
含
ま
れ
る
特
質
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ア
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
結
合
が
共
同
態

（
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
）
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
も
、
そ
れ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い

と
考
え
た
。
た
だ
後
に
は
内
的
結
合
に
「
意
味
結
合
」
と
「
人
格
結
合
」
の
区
別
を
設
け
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
前
者
に
よ
っ
て
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

で
あ
る
と
し
て
も
、
さ
ら
に
後
者
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
区
別
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
意
味
結
合

と
人
格
結
合
と
は
、
後
で
私
も
述
べ
る
「
合
意
」
と
「
和
合
」
の
契
機
を
そ
れ
ぞ
れ
意
中
に
お
い
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
意
味
結

合
に
よ
っ
て
互
い
の
あ
い
だ
に
思
念
さ
れ
た
意
味
内
容
が
互
い
の
表
出
に
よ
っ
て
理
解
可
能
な
の
で
あ
り
、
人
格
結
合
に
よ
っ
て
、
そ
の

意
味
を
さ
ま
ざ
ま
に
表
現
す
る
早
老
の
人
格
の
う
ち
に
生
動
し
て
い
る
「
生
し
の
内
的
状
態
に
対
す
る
互
い
の
共
鳴
や
受
容
、
あ
る
い
は

共
感
が
可
能
で
あ
る
。
共
同
的
な
関
係
様
態
は
、
こ
の
よ
う
な
人
格
結
合
、
つ
ま
り
相
互
に
人
格
と
し
て
の
他
者
の
人
間
の
存
在
性
に
よ

り
内
面
的
に
結
び
つ
け
た
結
舎
状
態
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
意
味
結
合
を
前
提
に
し
て
い
る
関
係
上
、
互
い
に
相
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手
に
対
し
常
に
同
じ
意
味
を
結
び
つ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
共
同
態
と
し
て
の
表
現
に
も
多
様
性
が
み
ら
れ
る
。

　
　
B
　
共
同
態
の
四
類
型

　
共
岡
的
な
結
合
様
態
を
特
徴
づ
け
る
同
情
の
社
会
学
的
意
味
を
確
か
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
を
共
同
態

の
一
般
的
な
分
析
図
式
の
脈
絡
中
に
如
何
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
予
め
共
同
態
の
可
能
な
諸

形
態
を
類
別
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
私
は
別
掲
図
の
よ
う
な
図
式
に
も
と
づ
い
て
行
い
た
い
。
こ
の
図
式
は
、
共
同

態
的
な
行
為
経
験
が
最
頻
的
で
あ
る
か
範
型
的
で
あ
る
か
の
別
を
考
慮
し
た
「
相
互
的
」
と
「
集
合
的
」
の
軸
と
、
そ
の
経
験
が
直
接
的

か
間
接
的
か
の
軸
と
を
交
差
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
類
型
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
各
々
は
親
交
的
共
同
態
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舎
意
的
共
同
態
、
社
会
的
（
利
害
的
）
共
同
態
、
抽
象
的
共
同
態
と
名
づ
け
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
的

直接的

合意的共同態

集合

親交的共同態

抽象的共同態

相互的

社会的共同態

間接的

共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題

　
先
ず
親
交
的
共
同
態
は
、
「
い
ま
」
「
こ
こ
」
に
観
察
さ
れ
る
共
同
的
行
為
が
〈
最
頻

的
〉
な
様
態
と
し
て
成
り
立
ち
、
そ
れ
が
態
度
と
し
て
一
定
範
囲
内
に
常
態
的
に
拡
張

さ
れ
る
と
き
、
そ
の
局
面
で
識
別
可
能
で
あ
る
。
こ
の
共
同
態
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
よ

う
な
結
合
様
態
を
前
提
と
し
て
可
能
な
共
属
感
が
共
有
さ
れ
、
そ
れ
の
共
有
的
な
意
識

や
態
度
を
、
互
い
に
補
強
し
合
う
椙
互
的
な
行
為
過
程
の
な
か
で
共
同
性
が
高
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
合
意
的
共
同
態
は
、
共
同
的
な
行
為
を
（
感
情
的
、
伝
統
的
あ
る
い

は
価
値
合
理
的
に
）
内
か
ら
拘
束
的
な
も
の
と
す
る
集
合
的
観
念
が
独
自
の
リ
ア
リ
テ

ィ
を
も
ち
、
人
々
が
そ
れ
に
合
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
〈
範
型
的
〉
な
様
態

で
あ
る
。
後
老
の
特
徴
は
、
人
々
が
社
会
的
な
拘
束
を
と
も
な
う
諸
過
程
に
よ
り
直
接

的
に
共
同
的
な
行
為
に
志
向
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
種
類
は
、
フ
ィ
ー
ア

カ
ソ
ト
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
「
純
粋
に
人
格
的
な
共
同
態
」
と
「
人
格
的
に
集
合
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

共
同
態
」
と
よ
ば
れ
た
も
の
に
当
っ
て
い
る
。

　
こ
の
二
つ
の
共
同
態
に
は
、
共
同
的
行
為
あ
る
い
は
共
同
態
体
験
の
チ
ャ
ン
ス
が
、
直
接
的
に
「
相
互
内
在
的
」
で
あ
る
と
い
う
点
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

共
通
し
た
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
直
接
的
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
「
面
接
的
」
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
は
な
い
。
親
交
的
共
同
態

は
、
共
同
的
行
為
が
最
面
的
に
事
実
上
行
わ
れ
る
チ
ャ
ン
ス
が
存
在
す
る
限
り
、
平
素
は
疎
遠
な
多
数
の
人
々
の
あ
い
だ
に
も
成
立
可
能

で
あ
る
。
ま
た
合
意
的
共
同
地
の
場
合
は
一
層
は
っ
き
り
と
、
例
え
ば
同
じ
身
内
や
仲
間
と
い
う
意
識
に
よ
る
感
情
的
紐
帯
が
共
有
さ
れ

て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
人
々
は
潜
在
的
に
共
同
態
行
為
を
事
実
上
志
向
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
さ
い
の
志
向
さ
れ
て
い
る
人
々
の

範
囲
は
、
互
い
に
個
別
的
に
確
認
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
我
々
意
識
の
共
有
性
は
直
接
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
共
同
態
は
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
様
態
が
基
本
的
な
社
会
的
関
連
の
な
か
に
も
、
ま
た
事
実
上
並
存
的
な
、
あ
る
い
は
全
く

無
縁
な
人
々
の
あ
い
だ
に
も
間
接
的
に
成
立
可
能
で
あ
る
。
私
は
こ
の
様
態
の
種
類
と
し
て
社
会
的
共
同
態
と
抽
象
的
共
同
態
の
二
種
を

考
え
た
い
。
こ
の
各
々
は
フ
ィ
ー
ア
カ
ソ
ト
の
場
合
「
非
人
格
的
共
同
態
」
と
「
抽
象
的
集
団
共
同
態
」
と
名
づ
け
て
説
明
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　
（
3
6
）

に
当
っ
て
い
る
。

　
社
会
的
共
同
態
に
お
い
て
人
々
の
主
観
的
な
共
属
チ
ャ
ン
ス
は
、
目
的
や
関
心
、
意
図
を
等
し
く
す
る
共
同
の
諸
活
動
に
も
と
づ
い
て

い
る
。
こ
れ
に
は
例
え
ば
共
同
体
の
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
の
よ
う
に
、
個
別
的
土
地
所
有
老
の
あ
い
だ
に
共
通
の
問
題
調
整
の
た
め
に
随
時

ひ
ら
か
れ
る
集
会
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
る
も
の
と
か
、
今
日
の
企
業
体
の
よ
う
に
人
々
の
集
団
所
属
が
、
基
本
的
に
利
害
適
合
的
な
性
質

の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
共
同
様
態
の
波
及
形
態
が
観
察
で
き
る
「
利
害
共
岡
体
」
一
あ
る
い
は
先
述
し
た
ア
ソ
シ
馬
丁
シ
ョ
ナ
ル
・
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
っ
た
も
の
な
ど
が
具
体
的
な
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
近
代
市
民
社
会
に
お
け
る
諸
個
人
の
全
体
と
し
て
の

宴
会
的
結
合
に
お
け
る
共
同
体
性
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
お
よ
び
レ
ベ
ル
に
お
け
る
機
能
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
り
複
合
的
に
制
度
化
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

れ
た
と
こ
ろ
の
社
会
的
構
成
過
程
の
う
ち
に
識
翔
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
抽
象
的
共
同
態
は
、
共
有
的
な
我
々
意
識
（
「
わ
が
ム
ラ
」
「
わ
が
ク
ニ
」
等
）
に
人
々
の
行
為
経
過
が
共
同
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
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る
点
で
は
、
合
意
的
共
同
態
と
共
通
し
た
特
徴
を
も
つ
。
こ
の
場
合
の
我
々
意
識
は
、
人
々
の
直
接
的
な
「
生
か
ら
の
形
式
」
で
あ
る
と

い
う
意
味
で
「
社
会
的
」
形
象
で
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
人
々
の
主
体
的
な
観
念
的
構
成
物
と
し
て
の
客
観
的
な
「
精
神
的
」
形
象
で
あ
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
合
意
的
共
同
態
に
お
い
て
、
前
者
は
集
合
的
な
生
の
可
変
的
表
現
と
い
う
よ
り
も
、
即
時
的
あ
る
い
は

事
実
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
後
老
の
精
神
的
形
象
は
、
そ
う
し
た
生
の
具
体
的
表
現
か
ら
分
離
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
自
体
が
妥
当
す

べ
き
も
の
の
表
象
と
し
て
の
意
味
内
容
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
何
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
意
味
内
容
の
も
つ
実
在
性
は
、
人
々

に
直
接
的
に
承
認
さ
れ
、
経
験
的
に
も
確
認
可
能
な
範
囲
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
何
か
に
対
す
る
総
体
的
な

「
我
が
も
の
」
と
し
て
の
「
体
有
し
に
よ
り
現
実
に
、
共
同
的
様
態
が
具
体
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
き
に
最
も
際
だ
つ
こ
と
に

な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
は
類
型
的
に
区
別
さ
れ
る
抽
象
的
な
様
態
の
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
体
験
が
具
体
的
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
の

典
型
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
共
同
態
で
あ
る
。
こ
こ
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
、
民
族
的
な
共
属
感
や
一
体
感
を
具
体
化
し
て
い
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
意
味
に
理
解
す
る
と
き
、
そ
れ
に
特
有
な
「
基
本
的
」
感
情
を
事
実
上
可
能
に
す
る
何
か
の
総
体
的
な
共
有
と
い
う
要

件
は
、
す
べ
て
の
人
々
に
具
体
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
の
実
態
は
、
ふ
つ
う
は
、
感
知
で
き
る
特
定
の
象
徴
や
、
「
儀
礼
」
な
ど
を

通
じ
て
承
認
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
我
々
意
識
は
、
実
際
上
の
生
活
連
関
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
、
と
き
に
は
単
に

「
我
」
の
も
の
と
し
て
心
情
的
に
体
験
さ
れ
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
。
具
体
的
に
互
い
に
無
縁
な
、
あ
る
い
は
感
情
的
に
反
発
し
合
う

も
の
で
あ
っ
て
も
、
抽
象
的
な
、
こ
の
擬
制
的
次
元
で
は
そ
う
し
た
人
々
を
も
包
摂
で
き
る
全
体
を
「
我
々
」
と
し
て
認
め
、
共
属
の
体

験
を
独
自
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
の
よ
う
に
現
実
的
（
お
畔
引
）
な
も
の
と
し
て
の
共
同
態
は
、
特
定
諸
個
人
間
の
何
ら
か
の

程
度
と
範
囲
で
の
相
互
化
過
程
の
な
か
で
、
精
神
的
に
活
性
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
程
度
に
応
じ
て
内

的
妥
当
性
を
一
般
に
も
つ
も
の
と
な
る
。

共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題

四
一
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六
　
土
ハ
同
的
結
合
の
基
本
形
態

四
ご

　
　
A
　
「
同
一
化
し
と
の
対
応

　
共
同
的
な
結
合
様
態
の
諸
形
式
の
う
ち
、
社
会
的
お
よ
び
抽
象
的
な
そ
れ
の
考
察
は
一
先
ず
措
い
て
、
こ
こ
で
は
個
人
間
の
共
同
行
為

を
様
態
と
し
て
可
能
に
す
る
相
互
的
な
感
情
連
関
を
分
析
的
準
拠
に
選
び
、
そ
れ
の
基
本
的
な
在
り
様
を
な
お
一
層
掘
り
下
げ
て
確
か
め

る
こ
と
に
し
た
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
感
情
連
関
の
う
ち
に
共
同
性
が
成
り
た
つ
に
は
、
互
い
の
感
情
状
態
の
何
ら
か
の
表
示
に
対
す
る

解
釈
過
程
を
通
じ
て
、
「
共
に
」
感
得
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
相
互
の
愛
着
に
よ
る
同
一
（
視
）
化
に
も
と
づ
い
て
行

わ
れ
る
。
各
人
は
多
様
な
集
団
的
状
況
の
も
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
間
一
化
に
よ
り
多
面
的
に
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
共
同
的
結

合
の
最
も
原
初
的
な
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
で
に
テ
ン
ニ
エ
ス
も
、
原
初
的
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
結
合
を
基
礎
づ
け
る
「
心
も

ち
」
と
し
て
、
ふ
つ
う
体
質
や
経
験
、
あ
る
い
は
気
質
の
類
似
の
高
さ
に
も
相
即
的
な
、
互
い
の
了
解
な
い
し
合
意
と
、
一
体
性
（
国
ぎ
・

冨
。
茸
）
の
意
識
と
を
重
視
し
て
い
る
（
ψ
b
。
O
山
”
上
五
九
一
六
一
頁
）
。

　
と
こ
ろ
で
同
一
化
の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
な
一
体
性
に
よ
る
も
の
と
同
時
に
、
一
致
性
（
O
O
嵩
O
O
壇
島
陣
⇔
）
に
よ
る
も
の
が
類
型
的
に
識

別
さ
れ
る
。
後
者
は
テ
ソ
ニ
エ
ス
が
精
神
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
説
明
し
た
さ
い
、
例
に
あ
げ
た
自
由
選
択
に
も
と
つ
く
仲
間

の
よ
う
な
結
合
様
態
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
共
同
的
な
結
合
様
態
に
は
、
こ
の
二
つ
を
両
極
と
し
て
中
間
に
、
例
え
ば
隣
人
的
結

合
の
よ
う
に
、
旨
常
的
な
「
慣
れ
」
に
よ
る
同
一
化
を
考
え
る
こ
と
も
類
型
的
に
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
重
要
な
の
は
右
に
あ
げ
た
両
極

型
で
あ
る
。

　
一
体
性
に
よ
る
同
一
化
の
揚
合
に
、
互
い
の
同
一
化
を
動
機
づ
け
る
も
の
が
一
体
性
へ
の
願
望
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
一
致
性
に
よ
る
同

一
化
の
そ
れ
は
相
互
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
過
程
で
求
め
ら
れ
る
同
一
化
は
「
全
体
的
」
と
い
え
る
が
、
後
者
の
場
舎
に
は

「
成
全
的
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
後
者
の
過
程
で
は
、
基
本
的
な
信
頼
を
前
提
と
し
て
、
自
他
が
相
互
に
認
め
合
う
な
か
で
互
い
の
自
我
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確
認
（
Φ
ぴ
q
。
こ
①
導
ξ
）
が
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
経
験
さ
れ
る
の
は
直
接
に
全
体
化
を
求
め
る
心
理
で
は
な
い
。
一
体
性
に
よ

る
同
一
化
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
経
験
は
依
存
願
望
に
対
す
る
他
者
受
容
を
前
提
と
し
て
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
致
的
な
感
情
連

関
は
、
他
者
へ
の
愛
着
に
よ
る
同
一
化
が
互
い
の
自
由
な
選
択
的
活
動
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
を

認
め
る
な
ら
ば
、
一
体
的
な
揚
舎
は
、
身
内
的
な
結
合
様
態
を
、
ま
た
一
致
的
な
揚
合
は
、
仲
間
的
な
結
合
様
態
を
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
づ
け

る
現
象
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
一
体
性
に
よ
る
同
一
化
を
こ
こ
に
問
題
に
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
は
幾
つ
か
の
派
生
形
態
の
区
別
が
可

能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
先
ず
、
一
体
化
を
求
め
よ
う
と
す
る
感
情
を
受
け
い
れ
る
他
者
が
、
自
己
の
意
識
の
な
か
で
安
定
し

た
も
の
と
し
て
在
る
か
否
か
の
違
い
に
基
準
を
お
い
て
区
別
さ
れ
る
。
ふ
つ
う
日
本
人
の
心
性
を
説
明
す
る
さ
い
あ
げ
ら
れ
る
「
甘
え
」

は
、
こ
の
よ
う
な
安
定
し
た
受
容
チ
ャ
ン
ス
の
見
込
み
の
確
か
さ
が
前
提
と
し
て
成
り
た
つ
心
理
で
あ
る
。
こ
の
心
理
に
は
、
他
老
に
た

だ
受
け
い
れ
ら
れ
愛
さ
れ
た
い
と
願
う
受
動
的
な
依
存
欲
求
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
能
動
的
な
形
態
が
あ
る
。
こ
れ
が
む
し
ろ
「
甘
え
」

の
本
来
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
い
わ
ば
す
で
に
相
手
に
受
け
い
れ
ら
れ
、
一
体
化
が
成
立
し
て
い
る
状
態
に
お
い
て
、
も
し
く

は
そ
の
よ
う
な
許
容
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
自
分
本
位
の
前
提
の
上
に
立
っ
て
、
勝
手
気
儘
な
ほ
し
い
ま
ま
の
振
舞
い
を
す
る
こ
と
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
し
、
こ
の
能
動
的
形
態
に
み
ら
れ
る
特
徴
は
、
一
体
化
が
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
他
者
や
、
そ
の
好
意
的
反
応
を
み
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

け
る
自
己
の
選
択
意
志
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
志
は
受
動
的
形
態
に
お
い
て
そ
れ
程
重

要
で
は
な
い
。
そ
の
同
一
化
は
親
子
の
結
合
様
態
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
直
接
的
な
接
触
の
相
互
化
過
程
の
な
か
で
求
め
ら
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、
能
動
的
形
態
の
場
舎
は
、
直
接
の
身
内
的
結
合
様
態
の
波
及
形
態
の
も
と
で
も
求
め
ら
れ
、
そ
れ
が
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
身
内
的
様
態
と
の
関
連
は
、
同
一
化
を
求
め
よ
う
と
す
る
他
老
の
受
容
に
不
確
か
さ
が
あ
る
と
き
に
も
、
む
ろ
ん
問
題
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
も
受
動
的
、
能
動
的
な
形
態
の
区
別
が
類
型
的
に
可
能
で
あ
る
。
前
者
の
例
と
し
て
は
、
他
者
に
よ
る
受
容

　
　
　
　
共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

チ
ャ
ン
ス
が
え
ら
れ
な
い
か
、
そ
れ
を
失
う
お
そ
れ
か
ら
引
き
お
こ
さ
れ
る
不
安
、
つ
ま
り
分
離
i
不
安
に
よ
る
一
連
の
反
動
形
成
が
あ

　
　
（
3
9
）

げ
ら
れ
る
。
後
者
に
は
「
過
剰
対
応
」
あ
る
い
は
、
「
先
取
志
向
」
と
仮
に
よ
べ
る
形
態
が
重
視
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
受
容
の
不
確

か
さ
に
よ
る
分
離
－
不
安
か
ら
、
桐
手
に
よ
り
受
容
可
能
な
経
過
を
、
事
実
上
の
反
応
如
何
に
一
応
拘
ら
ず
仮
想
し
て
、
そ
れ
に
強
迫
的

に
適
応
し
よ
う
と
す
る
心
理
で
あ
り
、
「
甘
え
」
の
い
わ
ば
裏
が
え
し
と
も
い
え
る
能
動
形
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
受
動
的
な
前
者

の
場
合
の
不
安
は
、
ふ
つ
う
幼
児
期
に
お
け
る
第
一
次
環
境
と
し
て
の
家
族
に
射
す
る
帰
属
感
や
、
さ
ら
に
共
属
感
を
説
明
す
る
も
の
と

し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
主
題
に
関
し
て
、
こ
こ
に
特
筆
さ
れ
て
よ
い
一
つ
は
分
離
一
不
安
に
よ
っ
て
、
人
々
が
帰
属
可
能
な

共
同
体
を
普
遍
的
に
求
め
よ
う
と
す
る
傾
向
で
あ
る
。
例
え
ば
デ
・
グ
レ
！
ジ
ア
は
、
政
治
領
域
の
共
同
体
の
特
定
の
人
格
化
さ
れ
た
象

徴
に
対
す
る
人
々
の
信
頼
体
系
の
安
定
と
、
そ
れ
の
崩
壊
過
程
一
つ
ま
り
ア
ノ
ミ
ー
状
況
一
に
つ
い
て
、
分
離
－
不
安
の
心
理
分
析

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

を
試
み
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

　
他
者
に
よ
る
反
応
や
受
容
が
不
確
か
な
状
況
は
、
一
致
性
に
よ
る
同
一
化
の
過
程
で
も
不
可
避
的
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
過
程
を
特
微

づ
け
る
も
の
は
、
他
者
か
ら
つ
ぎ
離
さ
れ
る
こ
と
の
不
安
か
ら
、
と
き
と
し
て
過
剰
に
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
感
情
で
は
な
い
。
つ
ま
り

そ
れ
は
、
「
馴
れ
馴
れ
し
い
信
頼
感
」
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
確
か
な
反
応
経
過
を
予
測
可
能
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
合
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

的
な
適
応
態
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
B
　
共
同
態
の
原
様
態

　
共
岡
的
な
結
合
様
態
が
、
一
体
性
に
よ
る
同
一
化
か
一
致
性
に
よ
る
そ
れ
に
如
何
に
も
と
つ
い
て
い
る
か
の
考
察
自
体
は
、
一
般
論
的

に
、
あ
る
い
は
形
式
社
会
学
的
に
深
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
社
会
学
観
点
か
ら
の
考
察
の
有
効
性
を
う
る
に
は
、
そ
れ
ら
が

実
際
上
ど
の
よ
う
な
形
態
で
社
会
的
文
化
的
に
特
定
さ
れ
て
現
象
化
さ
れ
る
か
の
問
い
に
、
事
実
に
郡
し
た
対
応
が
行
わ
れ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
図
に
よ
る
研
究
の
た
め
に
差
当
り
理
論
的
に
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
具
体
的
に
多
様

に
現
象
化
さ
れ
る
結
合
諸
形
態
の
う
ち
に
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
内
在
し
、
ま
た
、
そ
の
諸
形
態
の
共
同
的
な
様
態
の
特
性
を
決
定
で
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ぎ
る
原
理
的
な
意
味
を
、
そ
れ
ら
が
如
何
に
も
つ
も
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
は
、
基
本
的
に
歴
史
的
変
化
に

も
拘
ら
ず
、
そ
の
変
化
を
越
え
て
持
続
し
て
い
る
文
化
的
な
構
造
様
態
に
分
析
的
焦
点
を
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
こ
の
狙
い
の
も
と
に
私
は
、
具
体
的
な
集
団
構
成
の
う
ち
に
識
別
可
能
な
「
基
本
的
」
結
合
様
態
が
、
第
一
次
的
に
は
性
と
血
の
つ
な

が
り
1
家
族
－
親
族
体
系
1
の
う
ち
に
そ
の
普
遍
的
基
礎
が
求
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
た
い
。
こ
の
体
系
に
内
在
的
な
結
合
の
在
り

様
が
、
社
会
的
文
化
的
諸
条
件
の
も
と
に
特
定
さ
れ
て
、
社
会
的
集
団
構
成
の
実
際
上
の
諸
様
態
を
第
二
次
的
に
決
定
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
Q
こ
れ
は
家
族
i
親
族
体
系
が
、
ど
の
社
会
で
も
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
と
い
う
事
実
だ
け
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

家
族
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
諸
関
係
を
、
固
有
に
特
徴
づ
け
て
い
る
基
本
的
な
諸
属
性
（
⇔
け
鼠
ぴ
暮
。
ω
）
の
性
格
が
、
家
族
以
外
の
諸
関
係
の
様

態
に
波
及
し
、
そ
れ
ら
が
全
体
と
し
て
の
社
会
構
造
的
な
特
性
を
も
規
定
す
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
各
社
会
の
集
団

的
在
り
様
を
基
本
的
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
文
化
的
諸
特
性
の
違
い
は
、
家
族
－
親
族
体
系
の
ど
の
属
性
が
優
性
を
示
す
か
に

よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
論
的
観
点
は
、
心
理
人
類
学
的
に
独
自
の
比
較
社
会
論
を
深
め
た
一
人
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
シ
ュ
ー
に
依
拠
し
て
い

る
。
そ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
家
族
に
内
在
的
な
溝
造
的
諸
形
態
の
う
ち
に
、
抽
出
可
能
な
関
係
の
様
態
が
、
社
会
構
造
の
原
型
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
る
。
彼
の
理
論
的
仮
説
に
し
た
が
え
ば
、
中
国
社
会
で
は
家
族
に
お
け
る
父
l
－
息
子
関
係
の
属
性
が
優
性
を
示
し
、
ヒ
ン
ズ
ー

社
会
の
構
造
は
母
－
息
子
関
係
と
そ
の
属
性
に
よ
っ
て
全
体
と
し
て
の
性
格
類
型
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
ア
メ
リ
カ
社
会
は
、

夫
i
妻
関
係
の
優
性
属
性
に
よ
っ
て
個
人
主
義
的
原
理
が
支
配
的
で
あ
る
。
日
本
は
中
国
の
父
系
的
に
拡
張
さ
れ
た
親
族
の
原
理
と
ア
メ

リ
カ
の
契
約
の
原
理
と
が
折
衷
さ
れ
た
縁
－
約
の
原
理
（
餅
コ
み
§
け
嘗
a
誉
）
の
連
関
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
原
型
は
イ
エ
モ
ト
で
あ
る
。
同
時
に
母
一
息
子
関
係
の
副
次
的
優
性
も
B
本
に
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
七
一
約
の
原
理
を

　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

側
面
か
ら
支
え
て
い
る
Q

　
　
　
　
共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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折
口
学
研
究
　
　
第
プ
五
｝
日
四
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

　
社
会
の
構
造
的
原
様
態
が
、
そ
の
社
会
の
家
族
構
造
を
モ
デ
ル
と
し
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
仮
説
に
立
脚
し
た
シ
ュ
ー
の
考
察
は
、
諸

社
会
比
較
を
意
図
し
た
一
般
理
論
へ
の
志
向
を
も
つ
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
。
こ
の
仮
説
を
敷
塾
し
て
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
㈲
社

会
的
に
分
化
し
た
生
活
諸
領
域
に
お
け
る
具
体
的
な
諸
関
係
や
集
団
現
象
は
、
実
際
的
な
生
活
諸
関
心
に
よ
り
歴
史
被
規
定
的
に
構
成
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
㈲
そ
の
構
成
は
一
そ
の
う
ち
に
内
在
し
、
全
体
と
し
て
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
決
定
す
る
と
こ
ろ
の
一
そ
の
桂
会
固

有
の
原
理
的
な
構
造
形
式
に
よ
っ
て
、
独
自
の
〈
民
族
的
〉
個
性
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
、
㈲
こ
の
形

式
の
第
一
次
的
基
礎
が
、
家
族
関
係
の
基
本
的
諸
属
性
の
う
ち
に
本
来
的
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
社
会
的
諸
関
連
の
原
様
態
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

　
こ
の
よ
う
な
関
係
に
つ
い
て
の
理
論
的
洞
察
は
、
す
で
に
テ
ン
ニ
エ
ス
の
論
述
の
な
か
に
も
萌
芽
的
な
か
た
ち
で
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
。
テ
ン
ニ
エ
ス
に
よ
れ
ば
「
民
族
性
と
そ
の
文
化
が
保
た
れ
る
の
は
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
生
活
秩
序
に
お
い
て
で
あ
る
」

（
ω
量
卜
。
蒔
ω
”
下
一
九
頁
）
。
先
述
の
よ
う
に
、
彼
は
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
集
団
の
基
礎
形
態
と
し
て
、
「
身
内
」
、
「
隣
人
」
お
よ
び
「
仲

間
」
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
「
身
内
し
に
お
け
る
血
と
性
に
よ
る
結
び
つ
き
は
、
基
礎
的
な
、
ま
さ
に
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト

の
萌
芽
形
態
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
形
態
の
本
来
的
な
様
態
が
、
「
隣
人
」
と
「
仲
間
」
　
1
し
た
が
っ
て
場
所
や
精
神
の
ゲ
マ
イ
ン
シ

ャ
フ
ト
に
発
展
分
化
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
こ
の
論
拠
に
た
っ
て
、
そ
の
萌
芽
形
態
を
構
成
す
る
基
本
的
関
係
と
し
て
、
母
子

関
係
、
父
子
関
係
、
蘭
曲
関
係
お
よ
び
「
き
ょ
う
だ
い
」
関
係
を
あ
げ
、
こ
の
諸
関
係
の
全
体
と
し
て
の
集
団
的
構
成
の
性
格
と
し
て

「
親
密
で
持
続
的
な
封
鎖
性
を
も
つ
共
同
生
活
」
を
重
視
し
た
（
ω
．
置
”
上
四
九
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
先
ず
母
の
子
に
対
す
る
関
係
は
、
純
粋
に
本
能
ま
た
は
「
適
意
」
（
O
。
h
亀
窪
）
に
最
も
深
く
根
ざ
し
て
い
る
。
子
供
の
成
長
と
と
も

に
命
離
の
可
能
性
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
結
合
が
継
続
さ
れ
る
の
は
肉
体
的
結
び
つ
き
が
精
神
的
結
び
つ
き
（
根
互
の
「
慣
れ
」
や

「
喜
び
の
記
憶
」
な
ど
）
に
移
行
す
る
た
め
で
あ
る
。
父
の
子
に
対
す
る
関
係
も
同
じ
で
あ
る
が
、
本
能
的
性
質
は
ず
っ
と
弱
く
、
父
に

よ
る
愛
情
と
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
意
味
に
お
け
る
支
配
と
が
、
性
と
血
に
よ
る
原
初
的
結
び
つ
き
を
統
一
さ
せ
る
も
の
と
な
る
。
こ
こ
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で
い
う
支
配
に
は
、
自
己
の
利
益
の
た
め
の
勢
力
の
行
使
や
命
令
と
い
う
よ
り
も
、
教
育
と
指
導
を
通
じ
て
の
父
の
充
実
し
た
自
己
の
生

の
確
認
と
、
そ
れ
へ
の
共
感
を
強
い
る
勢
力
伝
達
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
次
に
夫
婦
の
関
係
は
、
自
由
な
同
意
に
よ
っ
て
成
立
す
る
よ
う

に
み
え
な
が
ら
、
同
一
（
家
と
村
）
の
精
神
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
不
断
の
身
体
的
接
近
、
共
同
の
居
住
、
財
の
共

同
の
「
体
有
」
等
々
の
関
係
を
基
礎
づ
け
る
諸
要
素
は
近
隣
の
そ
れ
と
類
型
的
に
平
行
的
で
あ
る
。
最
後
に
「
き
ょ
う
だ
い
」
は
、
本
質

的
に
血
縁
的
な
結
び
つ
き
で
あ
る
が
本
能
的
な
適
意
に
よ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
関
係
を
最
も
よ
く
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
互
い
の
純

粋
に
人
間
的
な
、
あ
る
い
は
心
的
な
要
素
に
よ
る
結
び
つ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
共
同
活
動
の
な
か
で
強
化
さ
れ
る
。
「
き
ょ
う
だ
い
」
は
、

こ
の
意
味
で
仲
間
と
類
型
的
な
関
係
が
あ
る
（
ω
曾
。
。
山
ら
上
四
ニ
ー
九
頁
）
。

　
　
C
　
諸
形
態
の
関
係

　
テ
ン
ニ
エ
ス
の
論
述
に
は
、
血
と
性
に
よ
る
結
び
つ
き
の
諸
様
態
を
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
萌
芽
形
態
と
し
て
発
生
論
的
に
考
え
よ
う

と
す
る
視
点
と
、
そ
れ
の
歴
史
的
な
発
展
経
過
を
辿
る
発
展
論
的
視
点
と
が
言
わ
ば
並
存
的
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
両
視
点
に
よ
る
考
察
が

収
敏
さ
れ
る
過
程
で
認
め
ら
れ
る
は
ず
の
社
会
学
的
に
重
要
な
意
義
は
、
論
述
の
な
か
で
十
分
明
確
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
我

々
と
し
て
社
会
学
観
点
か
ら
、
こ
の
点
の
考
察
で
予
め
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
㈱
共
同
態
の
萌
芽
形
態
の
う
ち
に
識
別
さ

れ
る
社
会
的
結
合
の
原
様
態
、
㈲
そ
れ
が
具
体
的
に
特
定
さ
れ
、
分
化
的
に
実
現
さ
れ
る
「
身
内
」
、
「
隣
人
」
、
「
仲
間
」
と
い
っ
た
共

同
態
の
基
礎
形
態
、
お
よ
び
㈲
こ
の
基
礎
諸
形
態
の
在
り
様
が
広
く
ほ
か
の
社
会
的
集
団
構
成
の
う
ち
に
も
基
本
的
結
合
様
態
と
し
て

第
二
次
的
に
現
わ
れ
る
波
及
形
態
と
い
う
三
者
の
複
合
的
に
多
元
的
な
関
係
に
つ
い
て
の
理
論
的
配
慮
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
う
ち
波
及
形
態
に
つ
い
て
の
発
展
論
的
視
点
に
よ
る
考
察
上
、
テ
ン
ニ
エ
ス
か
ら
敢
え
て
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
理
論
的
示
唆

を
こ
こ
に
ま
と
め
て
あ
げ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
第
一
は
、
「
ゲ
マ
イ
ソ
シ
ャ
ブ
ト
の
時
代
」
に
お
け
る
主
要
な
波
及
形
態
と
し
て
彼
が
家
共

同
体
、
村
落
共
同
体
お
よ
び
中
世
都
市
と
い
っ
た
歴
史
被
規
定
的
な
集
団
構
成
体
を
類
別
し
、
そ
れ
ら
の
関
係
が
血
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ

ト
に
お
け
る
結
合
様
態
を
普
遍
的
基
礎
と
し
て
順
次
発
展
分
化
す
る
も
の
と
み
る
考
え
で
あ
る
。
例
え
ば
家
と
村
落
が
分
化
以
前
の
「
疵

　
　
　
　
共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



336

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

族
」
の
う
ち
に
は
（
父
の
子
に
対
す
る
関
係
が
モ
デ
ル
の
）
家
父
長
講
性
格
と
、
（
き
ょ
う
だ
い
的
な
平
等
を
基
礎
と
す
る
）
仲
間
的
性

格
と
が
混
在
し
、
こ
の
各
々
が
後
に
家
共
同
体
と
村
落
共
同
体
の
集
団
的
構
成
の
な
か
に
発
展
分
化
す
る
と
説
明
さ
れ
る
（
ω
・
。
。
H
－
ω
”
上

七
六
－
八
○
頁
）
。
こ
れ
は
村
落
（
あ
る
い
は
農
業
）
共
同
体
が
、
そ
れ
以
前
の
本
源
的
共
同
体
を
専
ら
基
礎
づ
け
て
い
た
自
然
的
な
血
縁

の
き
ず
な
を
断
ち
切
る
こ
と
に
よ
り
一
し
た
が
っ
て
、
よ
そ
も
の
と
の
接
触
が
可
能
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
た
と
み
る
よ
う
な

理
解
に
対
比
さ
れ
る
考
え
で
あ
っ
て
、
共
同
体
論
か
ら
み
た
社
会
構
成
の
構
造
化
身
重
野
性
を
認
識
す
る
う
え
で
、
特
に
重
要
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
こ
の
同
じ
視
点
か
ら
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
時
代
」
が
「
共
同
体
の
解
体
」
の
あ
と
で
発
生
し
た
と
は
考
え
ず
、
血
縁
や
地

縁
に
よ
る
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
、
い
つ
の
時
代
に
も
社
会
生
活
の
実
体
を
成
し
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
の
さ
い
ゲ
マ
イ
ン
シ

ャ
フ
ト
は
歴
史
的
個
体
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
対
象
で
も
あ
る
が
、
さ
ら
に
第
三
に
、
そ
れ
は
分
析
的
な
要
素
概
念
と
し
て
重
視
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
テ
ン
地
幅
ス
は
、
こ
の
第
三
の
点
に
関
し
て
波
及
形
態
が
、
二
重
の
性
格
の
も
と
に
現
わ
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
て
、

は
な
は
だ
示
唆
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
工
芸
や
手
工
業
の
団
体
と
か
組
合
な
ど
の
よ
う
な
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
な
か
に
「
家
族
の

典
型
や
理
念
が
依
然
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
」
場
合
で
あ
る
（
ω
・
H
旨
－
c
。
”
下
一
二
六
頁
）
。
そ
れ
に
は
㈲
主
人
と
僕
碑
あ
る
い
は
親

方
と
徒
弟
の
関
係
に
み
る
よ
う
な
父
の
子
に
対
す
る
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
要
素
が
優
性
を
も
つ
形
態
と
、
㈲
き
ょ
う
だ
い
関
係
の
要

素
が
優
越
し
、
仲
間
と
し
て
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
形
態
と
が
あ
る
。
後
者
の
仲
間
的
な
「
連
結
体
」
の
基
本
的

な
結
合
様
態
は
、
協
岡
態
（
体
）
（
ゲ
ノ
ッ
セ
ソ
シ
ャ
フ
ト
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
構
成
員
の
自
由
に
よ
っ
て
成
立
し
維
持
さ
れ
る
結
合
体

で
あ
る
と
い
う
点
で
は
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
で
あ
る
が
、
共
同
の
仕
事
や
管
理
に
よ
り
互
い
の
友
情
や
信
頼
に
み
ち
た
精
神
に
よ
っ
て
、
そ

の
本
質
が
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
は
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
経
済
原
理
が
、
ゲ
ゼ
ル

シ
ャ
フ
ト
的
生
活
条
件
に
適
合
し
た
形
態
を
と
っ
て
著
る
し
い
発
展
能
力
を
も
つ
」
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
（
ω
．
・
。
o
ω
“
下
；
一
五
－

六
頁
）
。

　
さ
き
に
私
は
、
共
同
的
な
結
合
様
態
の
う
ち
、
一
体
性
に
よ
る
同
一
化
に
も
と
つ
く
も
の
を
身
内
的
様
態
に
、
ま
た
一
致
性
に
よ
る
同



一
化
に
も
と
つ
く
も
の
を
仲
間
的
な
様
態
に
対
応
す
る
関
係
で
考
え
、
類
型
的
区
別
を
試
み
た
が
、
協
同
態
は
事
実
上
あ
る
い
は
理
念
的

に
仲
間
的
様
態
に
よ
っ
て
基
底
づ
け
ら
れ
た
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
一
般
に
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
共
同

体
的
構
成
の
一
つ
の
理
想
的
形
態
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
の
条
件
に
関
す
る
問
い
は
、
こ

れ
ま
で
社
会
学
的
な
問
題
提
起
の
根
底
に
あ
る
基
本
的
部
分
を
な
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
社
会
的
な
結
合

様
態
に
お
け
る
共
同
性
を
本
質
的
に
基
礎
づ
け
る
機
縁
的
な
も
の
の
意
義
を
理
論
的
に
重
視
し
な
が
ら
、
考
察
の
焦
点
を
共
同
態
が
社
会

的
に
現
象
化
さ
れ
る
関
係
や
関
連
の
諸
形
式
に
専
ら
据
え
て
き
た
。
こ
れ
は
主
と
し
て
社
会
特
性
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
た
も
の
で
あ

る
が
、
実
質
的
論
議
の
た
め
に
は
、
す
で
に
強
調
し
た
よ
う
に
社
会
構
成
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
同
時
に
必
要
で
あ
る
。
後
者
に
よ
る
特
に

生
活
論
的
お
よ
び
集
団
論
的
な
観
点
か
ら
の
必
要
な
考
察
は
、
先
に
都
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
本
構
造
に
関
し
特
定
し
た
仕
方
で
試
み
た

　
　
　
（
4
4
）

の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
一
般
理
論
的
に
意
義
あ
る
問
い
と
そ
れ
へ
の
対
応
は
、
稿
を
改
め
て
行
う
必
要
が
あ
る
。
　
　
　
　
（
了
）
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注
（
1
）
　
こ
の
必
要
に
応
じ
た
考
察
は
、
先
に
試
み
た
。
拙
稿
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
共
同
体
」
（
安
田
他
編
『
基
礎
社
会
学
』
所

　
収
）
東
洋
経
済
新
報
社
、
　
一
九
八
一
年
、
七
〇
一
九
八
頁
。

（
2
）
　
こ
れ
は
二
重
の
意
味
で
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
包
括
的
な
生
活
の
自
足
的
（
ω
①
需
。
。
償
験
9
①
馨
）
領
域
と
い
う
観
点
か
ら
規
定
さ
れ
る
と

　
き
、
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
、
よ
り
広
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
自
足
性
は
相
対
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
第
二
は
、
こ
こ
に

強
調
さ
れ
る
よ
う
に
、
共
同
態
が
可
能
態
で
あ
り
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
程
度
や
範
囲
が
つ
ね
に
異
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
即
竃
．
ζ
8
H
＜
Φ
び

O
§
ミ
§
ξ
・
卜
恥
ミ
§
鷺
昏
ミ
恥
ミ
§
》
謹
ゴ
ω
乱
痒
・
ζ
p
。
白
塗
p
H
8
蒔
も
犠
』
ω
L
“
轡

（
3
）
　
鍔
≦
①
σ
①
び
受
ミ
恥
ミ
息
§
氏
O
題
乳
N
動
自
営
弘
8
μ
山
”
桐
〉
監
．
漆
。
鳴
Φ
暮
。
口
臼
自
巳
≦
一
廓
。
げ
㍉
8
①
》
o
o
』
り
．

（
4
）
例
え
ば
》
．
軍
霞
鼠
聲
、
．
国
郎
ヨ
§
Φ
8
δ
σ
q
ざ
、
、
含
ミ
§
§
§
へ
穿
遷
§
鷺
ミ
a
ミ
物
ミ
ミ
砺
ら
帖
§
§
翼
．
冨
帥
。
旨
三
碧
節
津
8

　
牢
①
ω
ψ
－
目
8
。
。
鴇
署
．
ω
卜
。
。
。
山
ω
刈
‘

　
　
　
共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弧
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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号

五
〇

（
5
）
園
●
罫
寓
。
。
。
囲
く
①
H
⇔
巳
ρ
国
．
評
σ
q
ρ
象
ミ
掌
空
器
訂
「
曽
」
逡
P
Ψ
⑩
●

（
6
）
　
≦
●
O
o
o
山
。
．
冒
舗
．
．
O
o
日
旨
口
三
受
鼠
帥
三
p
⇔
。
o
日
月
ロ
蓬
け
ざ
、
、
》
§
ミ
腎
§
曇
霞
ミ
二
二
ミ
欺
き
賊
Q
斜
×
×
自
l
b
。
層
H
㊤
ミ
‘
唱
●
H
逡
曾

（
7
）
　
例
え
ば
、
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
考
え
で
も
「
社
会
構
造
」
は
購
造
化
と
、
構
造
化
さ
れ
な
い
要
素
、
つ
ま
り
脱
構
造
化
と
か
無
構
造
化
と
の
不
断

　
の
運
動
の
う
ち
に
含
ま
れ
た
一
つ
の
常
在
的
な
過
程
に
す
ぎ
な
い
。
O
．
O
旨
く
一
8
ダ
ト
匙
『
8
ミ
賊
§
匙
ら
ミ
ミ
鳥
§
貯
乙
職
ミ
薦
登
H
”
国
9
閃
二

　
6
①
ω
サ
隠
．
き
ω
1
騒
①
．
平
田
清
明
『
市
民
社
会
と
社
会
主
義
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、
六
ニ
ー
三
頁
参
照
。

（
8
）
　
≦
①
ぴ
。
び
。
℃
．
舞
・
．
ω
●
N
P
こ
こ
で
の
行
為
論
的
前
提
に
関
す
る
論
述
は
、
動
機
観
点
か
ら
の
社
会
的
行
為
に
つ
い
て
の
ウ
ェ
…
バ
ー
の
類
型
論

　
に
よ
っ
て
い
る
。

（
9
）
　
「
意
識
」
の
社
会
学
的
に
重
要
な
意
味
は
、
私
が
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
集
合
意
識
概
念
を
問
題
と
し
た
と
き
に
開
ら
か
に
し
た
も
の
と
同
じ
に
理
解

　
さ
れ
た
い
。
『
デ
ュ
ル
ケ
！
ム
の
社
会
理
論
』
創
文
社
、
一
九
七
九
年
、
一
〇
九
i
一
六
〇
頁
。

t－N　A
15　14
v　　v

A　　A　　A　rx
13　12　11　10
Vl　Vl　W　V

　
書
物
闘
貨
幣
の
な
い
直
接
的
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
何
よ
り
も
重
視
さ
れ
る
。

　
分
業
的
な
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
関
連
や
関
係
の
う
ち
に
現
わ
れ
る
。
望
月
清
司
『
マ
ル
ク
ス
歴
史
理
論
の
研
究
』
岩
波
書
店
、

　
一
＝
＝
一
頁
。

（
1
6
）
　
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
格
主
義
者
た
ち
に
と
っ
て
、
8
潔
き
§
窪
窪
は
個
人
の
価
値
と
超
個
人
的
価
値
と
が
調
和
す
る
特
に
重
要
な
も
の
で

　
あ
り
、
個
人
と
集
合
体
と
の
総
食
が
行
わ
れ
る
環
境
で
あ
っ
て
、
入
格
は
8
ヨ
営
§
呂
菰
の
う
ち
に
、
は
じ
め
て
自
已
を
確
立
で
き
る
と
考
え
る
。

　
こ
れ
は
系
譜
的
に
連
帯
主
義
の
思
想
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
G
O
．
○
貰
二
8
互
。
膨
。
搾
．
匂
℃
℃
．
H
①
甲
9

労
・
竃
■
鎧
p
。
o
H
＜
①
お
8
●
9
f
℃
賢
り
①
山
O
H
。

前
掲
拙
著
、
一
八
八
－
九
頁
。
殉
．
〉
’
頭
目
げ
o
f
↓
ぎ
恥
。
禽
黛
。
験
勘
ミ
§
、
臼
ミ
翫
§
”
頴
①
ぎ
の
ヨ
帥
炉
お
①
の
‘
署
・
ミ
ー
。
。
℃
G
。
目
零
．

o
｛
．
園
．
謹
§
け
噛
O
o
、
§
ミ
隷
焼
ミ
§
匙
㌧
§
ミ
軽
”
菊
。
暮
一
巴
σ
q
①
知
凶
。
σ
q
碧
評
葺
お
置
”
署
．
q
全
①
．

髭
毯
♂
ε
．
o
一
け
二
℃
℃
’
。
。
？
刈
鱒
．

口
．
≧
需
昌
吋
ミ
導
b
ミ
捧
ぎ
帖
ミ
ミ
ミ
鳶
鎌
硲
8
ミ
。
亀
》
O
o
ξ
ヨ
び
置
q
鵠
ぎ
牢
①
ω
。
・
噌
榊
O
ω
ρ
署
．
嵩
？
N
H
。
。
9

例
え
ば
、
平
田
　
前
掲
書
、
五
二
i
三
、
一
三
五
－
七
頁
。
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
、
人
間
の
「
共
同
存
在
性
」
の
表
現
と
し
て
の
共
同
態
は
、
媒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
は
、
労
働
過
程
に
お
け
る
労
働
の
相
互
補
完
、
つ
ま
り
協
業
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
三
年
、
一
一
八
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（
1
7
）
　
共
同
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
社
会
学
の
経
験
科
学
的
論
述
に
お
い
て
、
人
聞
に
特
有
の
内
在
的
特
性
と
し
て
の
共
同
性
が
仮
定
さ
れ
る
の
で
あ
る

　
が
、
そ
の
特
性
自
体
、
社
会
学
に
と
り
所
与
の
も
の
と
し
て
も
、
そ
れ
の
実
在
性
は
つ
ね
に
実
証
的
検
証
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
1
8
）
　
o
戸
即
諺
お
ジ
ト
黛
偽
。
織
ミ
轟
馬
免
ミ
N
馬
ミ
§
譜
8
ミ
§
愚
ミ
，
ミ
ミ
”
閏
Φ
一
冥
》
♂
磐
嘘
這
ω
α
”
薯
．
譲
ふ
．

（
1
9
）
　
林
道
義
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
の
方
法
と
構
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
九
八
一
一
〇
一
頁
参
照
。
和
歌
森
太
郎
氏
の
い
う
「
協
同
体
」

　
も
、
仲
間
的
な
基
礎
形
態
と
い
え
よ
う
。
「
協
同
体
」
と
は
、
「
互
に
協
力
同
心
す
る
間
柄
の
仲
問
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
上
代
に
あ
っ
て

　
は
、
そ
れ
は
「
族
縁
」
で
あ
っ
た
が
、
中
世
に
は
「
神
社
」
で
あ
り
、
氏
人
・
氏
子
・
祭
祀
集
団
と
い
っ
た
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
同
『
国
史

　
に
お
け
る
協
同
体
の
研
究
』
（
一
九
四
七
年
）
（
『
和
歌
森
太
郎
著
作
集
』
一
、
弘
文
堂
）
一
九
八
○
年
、
九
一
一
〇
頁
他
。

（
2
0
）
　
ギ
ア
ー
ツ
は
、
こ
の
意
味
の
動
因
を
「
基
本
的
」
（
鷺
ぎ
。
箆
乾
）
と
よ
び
、
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
つ
よ
め
る
う
え
で
も
つ
そ
れ
の
重

　
要
性
を
論
じ
甚
だ
示
唆
的
で
あ
る
。
O
●
○
。
魯
貫
．
、
↓
冨
ぎ
8
α
q
冨
二
く
①
お
く
。
ゴ
酔
6
ダ
、
．
ぎ
O
。
。
二
N
－
。
負
O
ミ
恥
。
鼠
ミ
§
§
賊
き
罎
惣
ミ
象
”

　
O
げ
ロ
8
ρ
お
①
ω
”
ワ
μ
O
跨
そ
の
他
8
カ
■
O
話
訪
鉱
負
O
o
ミ
ミ
黛
℃
鉱
竜
、
》
9
，
ミ
ら
ミ
沁
患
§
隔
♪
b
ご
霧
鵠
b
づ
ド
。
岸
≦
o
拝
お
刈
伊
箸
．
ミ
山
轡

（
2
1
）
　
P
》
冥
①
罰
§
ミ
霞
§
駄
b
騨
S
蕊
W
§
ひ
閃
話
①
甲
①
ω
。
。
”
お
①
食
勺
●
O
．

（
2
2
）
9
ω
琶
F
8
．
。
津
二
署
ω
－
。
。
讐
ω
㌣
・
。
鴇
竃
よ
睡
‘
O
q
ヨ
け
。
貫
。
唱
■
9
け
．
ら
℃
．
δ
①
壷
”
閃
．
国
守
§
噂
O
§
ミ
§
§
§
載
9
ミ
ミ
§
“
営

　
出
霞
く
霞
侮
¢
鼠
く
．
℃
お
。
。
。
。
u
お
刈
卜
⊃
．

（
2
3
）
　
日
竃
．
乞
①
≦
。
o
ヨ
ρ
甑
。
職
ミ
3
ら
》
ミ
§
”
U
言
下
象
即
①
ω
。
。
噸
お
㎝
P
喝
℃
・
ト
コ
忠
－
卜
。
¶
①
．

（
2
4
）
　
ρ
竃
雷
9
藁
篭
卸
砺
Q
駁
§
駄
物
。
ら
蹄
知
り
ご
三
く
・
o
｛
O
窪
＄
α
q
o
甲
①
ω
。
。
噂
H
O
ω
♪
署
．
H
罐
I
c
。
鯛
μ
鵯
l
o
。
●

（
2
5
）
　
ζ
’
ω
o
甑
①
お
壽
題
§
ミ
ミ
寧
、
§
§
§
、
3
ミ
憾
ミ
ミ
♪
男
鳥
①
傷
ユ
島
O
o
冨
P
H
8
。
。
ゆ
ω
・
凝
1
⑩
．

（
2
6
）
　
ω
島
。
♂
び
。
℃
．
。
一
f
G
o
．
ド
早
仁
ρ
こ
れ
は
「
同
情
」
に
つ
い
て
の
ミ
：
ド
の
理
解
と
も
一
致
す
る
（
鼠
雷
9
8
．
。
一
8
署
．
卜
。
O
。
。
－
ω
8
）
。

（
2
7
）
　
ω
警
色
①
が
。
ワ
。
罫
”
ω
・
H
お
一
伊
中
野
清
一
「
結
合
と
分
離
」
（
『
社
会
科
学
評
論
』
四
）
一
九
四
九
年
、
四
六
一
七
頁
。

（
2
8
）
ω
。
匿
♂
が
8
．
。
一
f
ω
．
ω
ρ
こ
れ
は
共
同
体
を
考
え
る
う
え
で
一
般
に
特
別
な
注
意
が
必
要
な
特
徴
で
あ
る
。
共
同
的
結
合
を
基
底
づ
け
る
可

　
能
性
は
、
一
方
で
は
「
血
」
や
「
土
」
な
ど
の
機
縁
に
よ
る
「
感
情
的
直
感
」
や
「
集
合
的
信
仰
」
と
、
他
方
で
は
、
そ
れ
ら
を
「
反
省
的
思
考
」
に

　
よ
っ
て
方
向
づ
け
、
普
遍
主
義
的
に
理
念
化
さ
れ
る
契
機
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
。
P
O
寒
く
一
8
ダ
。
や

　
　
　
共
同
体
論
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

　
簿
・
噛
署
．
μ
①
①
－
。
。
）
。
生
命
共
同
体
も
、
日
常
的
に
は
伝
統
的
な
慣
習
の
支
配
下
に
、
価
値
や
目
的
に
関
し
て
無
意
識
的
ま
た
は
下
意
識
的
な
も
の
な

　
の
で
あ
っ
て
、
反
省
的
に
選
択
的
な
精
神
共
同
態
と
は
類
型
的
に
区
別
さ
れ
る
。
臼
井
二
尚
問
社
会
学
論
集
』
韻
文
社
、
一
九
六
四
年
、
二
六
六
－
七

　
頁
参
照
。

（
2
9
）
　
例
え
ば
、
即
自
①
馨
①
唖
”
8
・
。
一
ダ
署
●
α
b
。
1
過
り
H
∴
O
。
。
．
橘
川
俊
忠
「
共
同
体
論
の
思
想
的
文
脈
」
（
『
経
済
評
論
』
八
）
、
一
九
七
九
年
、
四
〇

　
；
一
頁
。

（
3
0
）
　
o
り
島
①
一
臼
り
8
●
o
卿
挫
‘
ω
．
？
P
ミ
ー
ゆ
．

（
3
1
）
　
》
匿
国
≦
。
蹄
き
山
け
》
Q
禽
民
貯
｝
蕊
防
N
黙
鳶
”
H
露
し
。
脚
卜
⊃
》
臨
．
目
㊤
鱒
。
。
”
¢
b
。
G
。
．
高
田
保
馬
氏
は
社
会
的
関
係
の
要
素
と
し
て
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ

　
フ
ト
と
、
こ
れ
を
含
む
そ
の
他
の
社
会
関
係
雲
影
要
素
の
集
積
や
綜
合
に
よ
り
成
立
す
る
「
関
係
の
全
体
的
な
る
姿
」
つ
ま
り
定
型
と
し
て
の
ゲ
マ
イ

　
ン
シ
ャ
フ
ト
と
を
区
別
さ
れ
、
フ
ィ
ー
ア
カ
ン
ト
に
し
た
が
っ
て
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
氏
の
場
合
は
「
共
同
社
会
」
）
と
は
、
「
緊
密
な
る
内
的
結

　
合
の
支
配
す
る
社
会
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
同
『
社
会
関
係
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
二
七
年
、
一
六
六
－
八
、
一
八
五
頁
。

（
3
2
）
　
≦
o
穿
§
降
噸
8
．
。
一
酔
こ
c
o
．
回
謡
．
b
。
ω
駆
跨
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

（
3
3
）
　
≦
Φ
降
碧
痔
”
8
●
9
け
こ
ω
．
卜
。
O
o
。
．

（
3
4
）
　
日
本
社
会
学
会
の
機
関
誌
『
社
会
学
雑
誌
』
へ
の
フ
ィ
ー
ア
カ
ン
ト
の
手
稿
論
文
、
．
U
δ
Q
旨
コ
侮
σ
q
o
傷
碧
斥
Φ
コ
ヨ
①
ぼ
Φ
『
O
窃
。
房
。
7
p
。
h
お
・

　
ド
耳
9
．
、
（
松
本
潤
一
郎
他
訳
「
予
の
社
会
学
の
根
本
思
想
」
）
同
誌
五
二
号
、
一
九
二
八
年
、
一
六
頁
。

（
3
5
）
　
o
P
塑
い
．
閲
。
ユ
9
．
、
↓
冨
℃
ユ
ヨ
p
蔓
嘆
8
宰
、
、
》
．
い
ω
‘
×
×
く
H
算
這
ω
b
。
層
署
＼
芦
1
㎝
ρ

（
3
6
）
前
掲
『
社
会
学
雑
誌
』
一
七
－
八
頁
。
社
会
的
声
問
態
に
つ
い
て
の
最
近
の
興
味
深
い
研
究
と
し
て
は
、
ρ
切
曙
9
．
．
評
。
ヨ
。
◎
葺
話
9
ε

　
8
ヨ
ヨ
農
一
月
ひ
。
茜
窪
。
・
象
一
一
ぴ
。
邑
誘
ヨ
餌
乱
℃
o
。
・
梓
ふ
巳
信
ω
ε
p
。
一
。
。
0
9
Φ
ぎ
、
．
ぎ
男
工
σ
9
一
ぎ
切
目
巴
‘
等
。
ミ
胆
O
。
ミ
ミ
窺
き
G
§
§
§
ミ
§

　
ζ
錠
8
一
∪
跨
訂
さ
お
刈
。
。
”
署
’
8
ム
㎝
．

（
3
7
）
　
づ
田
冨
。
冨
噂
き
ミ
翁
§
駄
き
職
ミ
晦
ミ
ミ
ミ
8
閃
H
8
等
①
。
・
。
。
”
H
㊤
①
P
評
け
二
6
ゲ
碧
．
さ
。
■

（
3
8
）
　
木
村
敏
『
入
と
人
と
の
間
』
弘
文
堂
、
一
九
七
二
年
、
一
四
九
頁
。
浜
口
恵
俊
『
「
日
本
ら
し
さ
」
の
再
発
見
』
良
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
七
年
、

　
一
三
四
i
一
四
ゴ
一
、
　
一
六
六
百
ハ
o



（
3
9
）
　
ω
畠
巴
霞
噛
8
●
o
一
f
ω
●
合
一
P

（
4
0
）
　
ω
．
畠
Φ
O
冨
N
卿
P
↓
書
凄
ミ
帖
ミ
N
O
§
§
黛
ミ
童
”
》
恥
ミ
§
ミ
郎
思
遣
§
”
q
ロ
ぎ
o
m
O
匪
o
p
α
q
o
即
①
。
・
ρ
H
課
。
。
．

（
4
1
）
　
木
村
前
掲
書
、
一
五
〇
頁
。

（
4
2
）
　
叩
野
閑
．
出
。
・
二
〇
貯
斜
O
§
3
亀
篭
載
O
ミ
⑨
O
．
く
p
。
ロ
乞
。
。
・
貯
自
負
お
く
●
巴
二
μ
ミ
ρ

（
4
3
）
　
テ
ン
ニ
エ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
適
意
」
は
、
本
質
意
志
の
な
か
で
最
も
基
底
的
で
第
一
形
式
に
当
た
る
。
そ
れ
の
内
容
は
、
㈲
生
命
そ
れ
自
体
へ
の

　
意
志
、
㈲
栄
養
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
活
動
や
感
覚
へ
の
意
志
、
㈲
生
殖
へ
の
意
志
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
の
有
機
的
な
衝
動
の
複
合
体
で
あ
っ

　
て
、
人
問
に
内
在
的
な
生
命
や
「
本
能
」
が
、
主
観
の
な
か
に
投
影
さ
れ
た
様
態
と
考
え
ら
れ
る
（
ω
電
㊤
ω
”
上
一
七
三
頁
）
。

（
4
4
）
　
「
都
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
本
構
造
」
e
（
『
ソ
シ
オ
ロ
ジ
』
二
六
－
二
）
一
九
八
一
年
、
一
－
二
三
頁
。

（
筆
者
　
な
か
・
ひ
さ
お
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
社
会
学
〕
教
授
）

34i

共
同
体
論
に
お
け
る
共
問
性
の
問
題

五
三



Denkrichtung　auf　das　Lemma－Denken　noch

der　．Zurechnung“．　d．h．　des　．Wesens　der

erproben．

hinsichtlich　des　Problems

wirtschaftlichen　Werte“

　　　　　　Some　Theoretical　Problems　of　‘Communityness’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　Community　Studies

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Hisao　Naka

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor　of　Sociology，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　Sociologists　who　study　communities　do　not　agree　on　how　observa－

tions　about　community　phenomena　are　to　be　incorporated　into　socio－

logical　theory．　This　laek　of　agreement　is　the　raison　d’etre　for　this　pa－

per．

　　By　the　term　‘community’　（Gemeinschaft）　we　would　designate　here

that　aspect　of　concrete　social　collectivity　which　is　predominantly　refer－

able　to　common　ties　of　peop！e　as　a　focus　for　social　cohesion．　Based

on　this　definition，　it　is　assumed　that　the　sociological　approach　to　com－

munity　is　main！y　divided　into　two　ways．　We　shall　call　them　as　the

social　property　approach　and　the　social　formation　approach．　ln　the　real

sense　these　two　converge　and　represent　on1y　differences　in　emphasis．

The　former　takes　as　its　major　focus　those　e！ements　of　community　life

which　make　it　as　a　distinctive　mode　of　communa1　cohesion　（commu－

nityness）　in　any　collectivity　of　people．　A　central　problem　of　the　latter

approach　is　that　of　discovery　of　how　variation　in　socia1　or　group
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

formations　affects　the　communal　relationships　under　investigation．
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　　In　this　paper　vgfe　only　refer　to　the　theoretical　delineation　of　vari－

ables　or　attributes　whieh　characterize　a　communityness，　foilowin．cr　by

the　social　property　approach．　We　deal　in　this　approaeh　with　those

action　or　attitude　which　is　oriented　to　the　feeling　of　actors　that　they

belong　together．　Compared　with　this，　social　（gesellschaftlich）　action　is

eriented　to　a　rationally　motivated　adjustment　of　interests．　At　first　we

present　a　theoretical　reformation　for　the　social　typo1ogy　of　community

after　examining　the　work　by　T6nnies；　community　（Gemeinschaft）　oi

blood，　of　loca1ity，　and　of　mind．　Then　we　call　attention　to　the　funda－

mental　elements　of　communal　sentiment　in　a　collectivity　of　people，　with

special　reference　to　the　givens　of　human　existence，　immediate　contigu－

ity　and　kin　mainly．　We　viewed　the　pre－existent　attachments　as　poten－

tially　detrimenta1　to　the　formation　of　communal　or　national　identities．

　　After　arguing　the　sociological　meaning　o£　the　sources　of　communal

afiliation　as　‘prlmordiaY　（Geertz），　we　obtained　a　perspective　for　analy－

sis　of　the　basic　forms　of　community　as　they　apper　in　any　human

associations．　These　are　a）　kinship，　b）　neighbourhood　and　c）　fr1endship

as　definite　and　meaningful　derivations　of　the　original　three　categories

of　community．　Ail　three　are　closely　lnterrelated　in　general　human　so－

ciety　and　its　history．　Then　we　dealt　in　this　context　with　the　type　of

community　which　is　not　defined　in　terms　of　some　overall　commitment

over　values，　but　rather　in　terms　of　a　sense　of　belonging　to　a　specific

group　in　terms　of　recognizing　interests　shared　with　members　of　those

groups．　A　good　example　of　this　kind　of　community（functional　commu－

nity）　was　given　in　Durkheirn’s　solidarite　organigue．

　　Our　argument　on　communityness　here　is　greatly　indebted　to　the

works　by　T6nnies，　Vierkandt，　Maclver　and　Plant．　We　have，　however，

modified　them　in　various　important　places　by　the　critical　introduction
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of　a　phenomenological　perspective　on　‘sympathy’　derived　mainly　from

Scheler，　and　an　emphasis　on　the　constitution　of　social　action　through

subjective　meanings　derived　from　M．　Weber．　Our　theorizing　on　them

refers　to　the　empirical　discipline　in　its　concrete　problems．　So　it　must

be　followed　by　the　sociological　investigation　viewing　from　the　sociai

formation　approach．

Platonic　Division　Reassessed

　　　Towards　the　Fundamental　of　Plato’s　Later Dialogues

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Sumio　Koike

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lecturer　of　Greek　Philosophy，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　It　is　in　the　Phaedrus　that　Plato　for　the　first　time　formally　introdu－

ces　the　method　of　division　（and　its　reverse　procedure，　colleetion）　，　whi－

ch　from　then　onwards　constructs　frames　of　his　later　dialogues　such　as

the　Sophista，　Politiczts　and　Philebus．　While　the　method　is　explicitly

identified　with　dialectic　or　philosophy，　most　interpreters　have　entertain－

ed　that　the　“dialectic”　is　not　same　as　in　the　Respublica，　Plato’s　ma－

sterpiece　written　before　the　Phar．　Their　alleged　reason　was：　the　method

of　the　Phar．　is　but　a　classification　per　genera　et　species　and　then　does

not　aim　at　the　cognition　of　the　Form　of　the　Good　conceived　as　the

source　of　all　being　and　all　1〈nowledge．

　　In　this　paper，　however，　1　attempt　to　demarcate　the　characters　of

Platonic　division　and　locate　it　in　the　context　of　the　theory　of　Forms

（Paradigmatism）　．
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