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フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
い
わ
ゆ
る
「
世

紀
の
転
換
期
」
に
活
躍
し
た
社
会
学
上
の
「
巨
人
」
の
ひ
と
り
で
あ
る
。

一
九
一
七
年
の
没
で
あ
る
か
ら
死
後
す
で
に
半
世
紀
以
上
た
っ
て
い
る
。

し
か
も
こ
の
社
会
学
者
の
研
究
に
つ
い
て
、
現
在
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、

六
〇
年
代
後
半
あ
た
り
か
ら
本
国
フ
ラ
ン
ス
は
勿
論
、
英
米
、
そ
し
て
我

が
国
に
お
い
て
も
“
再
評
価
”
の
気
運
が
高
ま
り
、
「
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
・
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
活
況
を
呈
し
て
き
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
う
し
た
動
き
の
な
か
で
こ
そ
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
研
究
の
意
義
は

何
か
、
“
何
故
い
ま
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
か
”
と
問
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、

研
究
者
は
そ
れ
に
は
未
だ
充
分
自
覚
的
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
問
い
を
さ

し
あ
た
り
別
と
す
れ
ば
、
“
再
評
価
”
の
表
面
的
か
つ
象
徴
的
動
機
と
な

っ
た
の
は
、
ま
ず
ド
レ
フ
ユ
ス
派
と
し
て
の
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
発
言
で
あ

ろ
う
。
「
私
は
弾
劾
す
る
」
と
い
う
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
の
雷
葉
で
名
高
い

ド
レ
フ
ユ
ス
事
件
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
系
の
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
知
識
人
・

市
民
と
し
て
ド
レ
フ
ユ
ス
無
罪
の
た
め
に
論
陣
を
張
っ
た
の
で
あ
る
。
解

釈
者
た
ち
は
事
件
の
渦
中
で
書
か
れ
た
論
文
「
個
人
主
義
と
知
識
人
」
に

注
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
飼
人
の
入
漁
の
尊
重
と
い
う
、
デ
ュ
ル
ケ
ー

ム
の
「
道
徳
的
個
人
主
義
」
が
も
つ
意
義
を
示
し
た
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の

こ
の
観
念
は
、
個
人
に
対
し
て
社
会
の
優
位
を
主
張
す
る
保
守
主
義
者
デ

ュ
ル
ケ
ー
ム
と
い
う
、
従
来
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
た
解
釈
を
揺
が
す

も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
ド
レ
フ
ユ
ス
派
と
し
て
、
個
人
の
人
格
は
国
家
理

性
の
上
位
に
あ
る
と
主
張
し
軍
部
を
さ
え
批
判
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
デ

ュ
ル
ケ
ー
ム
理
論
の
捉
え
直
し
が
盛
ん
と
な
っ
た
の
は
む
ろ
ん
こ
う
し
た

面
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
更
に
、
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
を
中
心
と
す

る
「
構
造
主
義
」
も
ま
た
i
ー
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
理
論
に
ま
で
そ
の
“
先
祖

探
し
”
を
徹
底
的
に
行
な
い
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
「
構
造
主
義
」
と
の

連
続
性
は
充
分
評
価
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
で
両
者
の
落
差
が
無

視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
ー
デ
ュ
ル
ケ
…
ム
“
再
評

価
”
の
動
き
を
推
進
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
。

　
こ
う
し
て
、
“
ウ
ェ
ー
バ
ー
聴
マ
ル
ク
ス
問
題
”
と
い
う
問
題
状
況
の

な
か
で
多
く
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
・
同
じ
「
巨
入
」
の
ひ
と
り
で

あ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
比
べ
て
、
そ
の
研
究
が
体
系
だ
っ
て
い
な
か
っ
た
デ
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ユ
ル
ケ
ー
ム
研
究
も
最
近
頓
に
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。
中
　
久
郎
教
授
の

『
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
社
会
理
論
』
は
、
こ
う
し
た
〃
再
評
価
”
の
動
き
を
踏

ま
え
つ
つ
も
そ
れ
に
過
度
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
独
自
に
な
さ
れ
た
研

究
の
、
現
時
点
で
の
成
果
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
特
徴
は
、
類
霜
に
あ
り
が

ち
な
ト
ピ
ッ
ク
別
の
紹
介
で
は
全
く
な
く
、
そ
う
し
た
個
々
の
論
点
と
な

っ
て
現
れ
つ
つ
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
社
会
概
念
の
そ

の
検
討
を
中
心
に
据
え
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
決

し
て
網
羅
的
で
も
な
い
」
（
序
文
）
と
あ
る
が
、
逆
に
網
羅
的
と
い
え
る
。

そ
も
そ
も
、
「
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
著
作
に
お
い
て
は
、
“
社
会
”
ほ
ど
難
解

で
あ
り
な
が
ら
も
あ
り
ふ
れ
た
言
葉
は
な
い
。
こ
の
言
葉
の
多
様
な
意
味

と
そ
の
意
味
の
多
様
な
レ
ヴ
ェ
ル
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

思
想
全
体
を
理
解
す
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
等
し
い
」
（
ベ
ラ
ー
）
、
と
言
わ

れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
本
書
の
書
評
は
浅
学
葬
才
の
国
老
に
は
荷
が
勝
つ
の
で
、
筆
者
の
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
研
究
に
資
す
る
た
め
に
も
こ
こ
で
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
社
会

概
念
を
中
心
に
本
書
の
内
容
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
全
十

章
五
百
頁
に
及
ぶ
本
書
の
内
容
を
す
べ
て
カ
バ
ー
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

し
、
と
り
あ
げ
た
章
で
も
野
老
の
問
題
関
心
に
従
っ
た
紹
介
で
あ
る
こ
と

を
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

　
な
お
、
本
書
の
章
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
等
一
章
「
社

会
概
念
の
構
成
」
、
第
二
章
「
社
会
学
の
性
格
規
定
」
、
第
三
章
「
集
合
意

識
の
存
在
構
造
」
、
第
四
章
「
社
会
の
共
同
態
的
特
性
」
、
第
五
章
「
社
会

認
識
の
視
座
構
造
」
、
第
六
章
「
社
会
に
つ
い
て
の
認
識
方
法
」
、
第
七
章

「
機
能
分
析
の
方
法
」
、
第
八
章
「
行
為
理
論
へ
の
関
連
」
、
第
九
章
「
自

新
　
刊
　
紹
　
介

殺
研
究
の
問
題
」
、
第
十
章
「
社
会
連
帯
論
と
社
会
主
義
」
。

　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
よ
る
社
会
の
概
念
化
の
前
提
に
は
、
「
生
き
て
い
る

社
会
」
に
つ
い
て
の
綜
合
化
的
認
識
が
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
社
会
を

生
命
性
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
の
指
摘
が
、
本
書
の
基
本
的
か

つ
革
新
的
な
主
張
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
諸
燗
人
を
そ
の
能
動
的
要
素
と
し

て
成
立
す
る
独
自
な
実
在
で
あ
る
社
会
は
、
、
、
『
≦
Φ
。
。
0
9
巴
①
．
、
に
よ
っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
．
．
雲
霧
①
。
。
o
。
乾
Φ
、
．
は
、
生
物
モ
デ
ル
に
拠

っ
た
「
生
き
て
い
る
社
会
」
の
本
質
表
現
で
あ
る
以
上
、
「
社
会
生
命
（
“

い
の
ち
）
」
だ
と
さ
れ
る
。

　
生
命
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
社
会
観
と
い
う
こ
の
指
摘
は
、
更
に
、

ソ
キ
エ
タ
ス
で
は
な
く
コ
ム
ニ
タ
ス
と
し
て
の
社
会
観
と
密
接
に
関
連
さ

せ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
社
会
を
ば
、
「
自
由
な
手
掌
人
間
の

契
約
に
よ
る
目
的
的
な
結
合
の
所
産
と
み
る
近
代
自
然
法
論
的
系
譜
の
も

の
と
は
異
な
り
、
人
間
の
生
の
集
合
的
に
直
接
的
な
蓑
現
で
あ
る
と
み
る

集
合
主
義
的
な
コ
ム
ニ
タ
ス
の
観
念
」
（
二
三
八
頁
＊
）
に
よ
っ
て
特
徴

づ
け
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
デ
ュ
ル
ヶ
ー
ム
に
お
い
て
社
会

の
基
本
状
態
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
「
ま
と
ま
り
」
闘
凝

集
を
本
質
的
に
諸
信
念
と
諸
観
念
の
共
同
性
に
負
う
よ
う
な
社
会
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
自
生
的
な
社
会
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

　
更
に
、
こ
の
こ
と
は
倫
理
的
・
宗
教
的
実
在
と
し
て
の
社
会
、
道
徳
生

活
の
本
拠
と
し
て
の
社
会
、
と
い
う
社
会
観
に
関
連
す
る
、
と
見
倣
さ

一
〇
九
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れ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
の
凝
集
力
の
根
底
に
は
宗
教
的
－
聖
的
な
世
界
に

属
す
る
同
じ
存
在
が
あ
る
と
考
え
、
聖
な
る
存
在
と
関
連
し
て
い
る
集
合

表
象
を
聖
な
る
時
間
に
お
い
て
更
新
す
る
集
合
的
沸
騰
の
な
か
に
社
会
を

統
合
化
す
る
道
徳
的
原
理
の
源
泉
を
求
め
る
と
い
う
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
側

面
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
社
会
観
を
有
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
思
想
は
ま
た
独
特
の

人
間
観
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
書
論
は
本
質
的
に
社
会
的
存
在
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
入

間
の
本
質
や
真
の
存
在
性
は
道
徳
的
な
共
同
態
に
関
わ
り
、
そ
れ
を
内
な

る
も
の
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
社
会
的
（
o
自
O
O
一
〇
帥
¢
一
H
①
）
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
的
な
共
同
態
は
理
想
形
態
に
お
い
て
、
人
間
性

の
真
の
自
発
的
表
現
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
社
会
は
個
人
に
超
越
的

で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
個
人
に
内
在
的
で
あ
る
と
い
う
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

の
周
知
の
考
え
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
社
会
観
は
、
こ
の
よ
う
な
理
想
的
意
味
合
い
に
お
け

る
社
会
と
個
人
と
の
統
合
だ
と
い
わ
れ
る
。
後
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
こ

う
し
た
社
会
観
と
人
閥
観
が
一
体
と
な
っ
て
理
論
と
実
践
と
を
統
合
す
る

と
こ
ろ
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
社
会
学
の
魅
力
が
醸
し
だ
さ
れ
る
、
と
い
わ

れ
て
い
る
。

　
な
お
、
こ
こ
で
“
道
徳
的
”
と
い
う
タ
ー
ム
の
も
つ
意
味
合
い
に
つ
い

て
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
1
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
の
も
つ
多

様
な
意
味
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
拘
束
力
の
源
泉
が
集
合
生
活
の
自
発
的
・

自
生
的
所
産
で
あ
る
限
り
こ
の
力
が
“
道
徳
的
”
と
い
う
ふ
う
に
規
定
さ

れ
る
揚
合
が
あ
る
。
従
っ
て
、
前
述
の
理
論
と
実
践
の
洲
雲
も
、
自
生

一
一
〇

的
な
社
会
、
道
徳
的
な
共
問
態
を
基
礎
に
し
て
は
じ
め
て
生
れ
る
と
い
え

る
。
し
か
も
、
著
者
は
こ
の
点
と
同
晴
に
、
「
科
学
の
実
践
的
意
義
を
、

そ
れ
に
よ
り
人
間
に
真
の
自
由
な
行
為
を
も
た
ら
す
た
め
の
用
具
性
に
よ

っ
て
規
定
」
（
一
九
五
頁
）
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
側
面
も
強
調
し
、
こ

こ
か
ら
、
「
道
徳
的
拘
束
が
自
由
意
志
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
デ
ュ
ル
ケ
！
ム
に
よ
る
提
言
」
（
一
九
六
頁
）
も
理
解
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
拘
束
力
の
源
泉
が
自
発
的
・
自
生
的
で
あ
る
こ
と
と

並
ん
で
、
そ
れ
が
理
性
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
主
張
を
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
な
か
に
読
む
の
で
あ
る
。

　
本
書
全
体
の
導
入
部
で
あ
る
第
一
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
以
上
の
諸
点

を
中
心
に
、
こ
れ
を
敷
織
す
る
か
た
ち
で
、
本
書
の
紹
介
を
行
な
い
た

い
。

　
＊
本
稿
は
各
章
ご
と
の
紹
介
を
基
本
に
し
て
い
る
の
で
、
異
な
る
章
か
ら
の
引
用

　
部
分
に
の
み
そ
の
頁
数
を
付
す
。

二

　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
「
社
会
」
の
中
核
的
意
味
は
、
〈
生
き
て
い
る
系
〉

と
し
て
の
そ
れ
の
本
質
、
「
生
命
的
な
何
も
の
か
」
で
あ
る
こ
と
は
、
す

で
に
確
か
め
た
。
著
者
は
、
社
会
の
本
質
で
あ
る
こ
の
集
合
的
生
命
を
ギ

ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
「
祉
会
的
枠
組
」
（
O
飴
像
同
O
　
　
o
o
O
O
一
餌
一
）
　
の
類
型
論
と
の

比
較
で
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
「
社
会
的
交
渉
態
」
（
。
・
？

。
貯
げ
黛
審
）
の
下
位
類
型
で
諸
個
人
意
識
間
の
「
相
互
浸
透
」
か
ら
成
り

立
つ
門
わ
れ
わ
れ
」
（
2
0
蕊
）
の
特
定
形
態
だ
と
さ
れ
る
。
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
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ッ
チ
の
い
う
「
わ
れ
わ
れ
」
に
は
、
全
体
と
部
分
の
「
相
互
内
在
性
」
の

程
度
に
よ
り
「
大
衆
」
（
ζ
。
。
ω
。
。
①
）
、
「
共
同
態
」
（
O
。
ヨ
ヨ
§
餌
艮
①
）
、
「
合

一
態
」
（
O
o
ヨ
ヨ
壷
振
。
⇒
）
の
区
別
が
可
能
で
あ
る
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の

社
会
の
本
質
は
、
こ
の
後
の
臨
港
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。　

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
こ
う
し
た
「
社
会
」
に
は
、
個
人
聞
の
入
隅
的
あ

る
い
は
感
情
的
な
結
舎
を
前
提
と
し
た
・
個
人
主
体
の
関
与
に
よ
る
〈
道

徳
的
〉
な
「
わ
れ
わ
れ
意
識
」
の
体
験
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
、
と

著
者
は
指
摘
す
る
。
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
お
い
て
先
の
「
わ
れ
わ
れ
」
と

対
比
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は
「
他
者
関
係
」
（
B
署
。
答
ω
p
。
＜
①
o

睾
貫
良
）
で
あ
る
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
な
か
で
こ
の
「
他
者
関
係
」

に
あ
た
る
も
の
が
「
動
的
密
度
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
道
徳
的
緊
縮

（
婦
①
o
o
ω
O
H
困
Φ
目
P
①
旨
け
）
と
し
て
の
「
動
的
密
度
」
が
含
む
二
つ
の
異
な
っ
た

過
程
側
面
i
心
的
接
触
過
程
と
道
徳
的
接
触
過
程
1
の
う
ち
、
後
者

は
、
単
な
る
相
互
行
為
と
し
て
の
接
触
で
は
な
く
、
関
係
を
結
ぶ
人
間
相

互
の
直
接
的
あ
る
い
は
〈
内
的
な
〉
結
合
（
¢
。
器
0
9
餌
二
〇
⇒
）
と
し
て
現
れ

る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
い
う
「
社
会
」
の
本
質
で
あ
る
集
合
的
生
命
は
こ

の
結
合
か
ら
生
じ
る
。
こ
こ
で
述
べ
た
「
他
者
関
係
」
と
「
わ
れ
わ
れ
」

の
関
係
に
つ
い
て
の
考
え
が
、
分
業
に
よ
る
「
他
者
関
係
」
が
如
何
な
る

条
件
の
も
と
で
、
そ
れ
固
有
の
道
徳
的
規
範
性
を
具
現
し
得
る
か
と
い
う

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
問
題
関
心
の
富
盛
に
あ
る
と
見
倣
さ
れ
る
。

　
こ
の
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
「
社
会
」
を
、
著
者
は
更
に
フ
ィ
…
ア
カ
ン
ト

の
社
会
観
と
の
比
較
で
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ー
ア
カ
ン
ト

は
、
「
内
的
結
合
」
（
ぎ
昌
費
Φ
く
。
同
σ
篇
冨
山
窪
ゲ
Φ
騨
）
を
重
視
し
、
こ
の
内

山
　
刊
　
紹
介

的
結
合
の
過
程
で
諸
個
人
を
相
互
に
結
び
つ
け
て
い
る
絆
　
　
心
的
結
合

と
倫
理
的
結
合
一
に
よ
っ
て
諸
個
人
の
あ
い
だ
に
共
有
さ
れ
る
「
わ
れ

わ
れ
意
識
」
（
芝
一
回
し
ω
Φ
≦
目
ω
ω
げ
Q
α
〇
一
詳
）
の
体
験
を
、
社
会
の
観
念
の
唯
一

の
基
礎
範
疇
だ
と
考
え
る
が
、
こ
れ
と
一
致
す
る
側
面
が
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ア
カ
ン
ト
の
内
的
結
合
と
対
比
す
る
な
ら

ば
、
能
動
的
な
「
倫
理
的
結
合
」
に
あ
た
る
の
が
、
「
利
己
的
性
向
」
が

「
愛
他
的
性
向
」
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

の
論
議
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
愛
他
的
性
向
は
行
為
主
体
に
よ
る
能
動
的

経
験
と
し
て
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
「
わ
れ
わ
れ
」
は
「
望
ま
し

い
も
の
」
と
し
て
現
れ
、
「
わ
れ
わ
れ
」
朋
社
会
は
道
徳
的
理
想
と
し
て

の
存
在
理
由
を
も
っ
て
く
る
。

　
こ
の
こ
と
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
社
会
連
帯
論
で
確
か
め
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
社
会
連
帯
は
個
人
（
部
分
）
の
社
会
（
全
体
）
へ
の
依
存
状
態
を
意

味
す
る
客
観
的
・
生
物
学
的
な
規
定
の
ほ
か
に
、
倫
理
的
な
意
味
賦
与
が

な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
社
会
連
帯
は
道
徳
的
義
務
や
理
想
に
よ
っ

て
諸
個
人
が
社
会
に
〈
帰
依
〉
し
て
い
る
状
態
の
こ
と
で
あ
り
、
社
会
は

理
想
的
価
値
源
泉
と
し
て
重
視
さ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
は
、
そ
の
思
想
の
根
底
に
「
道
徳
的

共
同
態
」
へ
の
志
向
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
彼
の
社
会
学
的
理
論
構
成
の
全

体
に
決
定
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
、
と
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。
　
一
で
み

た
よ
う
に
、
こ
の
志
向
は
社
会
の
本
質
に
対
す
る
概
念
化
を
前
提
に
し
た

彼
の
社
会
観
の
、
そ
の
集
約
的
な
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
科
学
と
し

て
の
社
会
学
の
方
向
が
道
徳
的
共
同
態
の
実
現
に
如
何
に
寄
与
で
ぎ
る
か

に
つ
い
て
の
基
本
的
示
唆
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。

一
一
一
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こ
の
二
で
の
論
議
は
本
書
第
四
章
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
筆
者
の
以
下

で
の
紹
介
は
最
後
に
触
れ
た
よ
う
な
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
問
題
関
心
を
前
面

に
押
し
だ
し
た
選
択
的
な
も
の
で
あ
る
。

三

　
前
述
の
よ
う
な
社
会
概
念
を
根
底
に
据
え
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
そ
の
社

会
分
析
の
特
徴
を
第
五
章
に
拠
っ
て
概
観
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
「
社
会
」
の
核
心
に
あ
る
本
質
特
性
は
、
無
限
の

可
能
性
に
奉
れ
た
集
合
生
命
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
が

彼
の
全
著
作
を
一
貫
す
る
基
軸
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
特
性
を
基
本

と
し
て
、
価
値
論
的
、
発
生
論
的
、
発
展
論
的
、
社
会
形
態
論
的
、
構
造

－
機
能
論
的
、
病
理
論
的
、
層
位
論
的
、
実
豊
中
的
視
点
の
八
つ
の
視
点

が
不
可
分
的
に
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
〈
視
座
構
造
〉
を
構
成
し
て
い
る
。
こ

う
し
て
著
者
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
社
会
学
の
全
体
を
、
社
会
生
命
に
関
す

る
認
識
が
要
と
な
り
、
先
の
諸
視
点
が
骨
組
み
と
し
て
で
き
た
扇
に
警
え

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
地
紙
は
、
社
会
と
個
人
の
関
係
を
問
題
と
し
て

深
め
ら
れ
た
理
論
を
素
材
に
し
て
い
る
、
と
論
じ
て
い
る
。

　
〈
視
座
構
造
〉
を
構
成
す
る
不
可
分
的
な
八
つ
の
視
点
の
う
ち
特
に
重

要
な
の
は
層
位
論
的
視
点
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
社
会
の
生
命
中
に
活
動

し
て
い
る
も
の
や
沸
き
た
っ
て
い
る
も
の
の
な
か
に
、
固
定
化
さ
れ
た
社

会
に
し
な
や
か
さ
を
与
え
、
生
成
発
展
さ
せ
る
可
能
的
な
力
が
秘
め
ら
れ

て
い
る
、
と
考
え
る
視
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
デ

ュ
ル
ケ
ー
ム
は
社
会
生
活
を
、
沸
き
た
っ
て
い
る
も
の
と
固
定
化
し
硬
直

一
一
署

し
た
も
の
と
の
問
の
動
的
連
関
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
社
会
生
活
の
最
深
部
に
あ
っ
て
、
社
会
を
創
造
的
な
綜
舎
の
か
た
ち

で
発
展
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
原
動
力
つ
ま
り
集
合
的
生
命
の
力
、
こ
れ
が
デ

ュ
ル
ケ
！
ム
の
視
座
構
成
を
統
一
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
「
層
位
論
的
視
点
」
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
本
書
の
よ
う
に
そ
の
前
提
と
な
る
「
社
会
」
の
、

そ
の
概
念
化
に
ま
で
掘
り
さ
げ
ら
れ
る
と
き
、
論
議
は
よ
り
説
得
的
と

な
る
。

　
こ
の
層
位
論
的
視
点
と
並
ん
で
重
要
な
の
が
発
生
論
的
（
σ
q
窪
伽
二
ρ
口
。
）

視
点
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
「
社
会
」
の
本
質
を
中
心
論
題
と
す
る

と
き
、
そ
の
「
始
原
」
に
深
い
関
心
を
寄
せ
、
社
会
の
生
成
の
「
起
源
」

に
湖
っ
て
そ
れ
の
本
質
性
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
「
起
源
的
世
界
」
に

湖
っ
て
、
社
会
生
命
の
最
深
部
に
あ
る
中
核
的
要
素
を
求
め
、
そ
こ
に
栓

会
の
歴
史
的
生
成
の
主
要
原
動
力
を
み
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
考
え
方
の
重

要
性
を
著
者
は
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
起
源
的
要
素
は
、
そ
の
後
現
れ
て

そ
れ
を
豊
か
に
し
た
継
起
的
付
加
物
の
も
と
に
生
き
つ
づ
け
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
彼
の
理
論
に
お
け
る
歴
史
解
釈
が
意
義
づ
け
ら
れ
る
。
こ

の
点
に
関
し
て
の
著
者
の
論
議
は
、
啓
蒙
思
想
に
お
け
る
「
進
歩
の
観

念
」
の
系
譜
で
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
進
歩
一
秩
序
観
を
捉
え
た
も
の
で
、
従

来
正
し
く
解
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
部
分
を
閲
明
す
る
雷
わ
ば
本
書
の
目

玉
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
な
紹
介
は
割
愛

せ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
も
か
く
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
歴
史
認
識
の
重
要
な

特
徴
は
、
現
在
は
過
去
か
ら
の
派
生
物
で
あ
る
が
そ
の
申
に
す
で
に
未
来

が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
点
で
あ
る
こ
と
を
、
著
者
と
と
も
に
確
保



549

し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
未
来
は
制
度
化
さ
れ
た
現
実
態
の
中
に
潜

み
、
今
後
顕
著
に
な
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
可
能
態
な
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
そ
こ
に
前
述
の
層
位
論
的
視
点
と
の
接
点
が
あ
る
し
、
社
会
そ
の
も

の
の
本
質
に
内
在
す
る
「
創
造
的
威
力
」
を
前
提
に
し
て
い
る
点
で
、
そ

れ
は
彼
に
独
特
の
社
会
の
概
念
化
の
所
産
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
点
で
意
義
深
い
の
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
社
会
観
を
V
・

タ
ー
ナ
ー
の
そ
れ
と
比
較
し
た
第
六
章
の
記
述
で
あ
る
。
社
会
を
構
造
と

反
構
造
（
コ
ム
ニ
タ
ス
）
と
が
継
起
す
る
弁
証
法
的
な
過
程
と
み
て
、
こ

の
両
次
元
を
社
会
の
二
つ
の
対
立
物
と
し
て
対
置
さ
せ
る
タ
ー
ナ
ー
に
対

し
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
反
構
造
を
構
造
の
枠
組
内
で
の
真
に
「
社
会

的
」
な
部
分
と
考
え
、
そ
れ
を
、
構
造
に
対
し
周
期
的
に
集
合
理
想
の
息

吹
き
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
、
言
わ
ば
社
会
の
自
己
更
新
の
契
機
と
み
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
生
的
な
コ
ム
ニ
タ
ス
は
社
会
の
本
質
的
な
在

り
方
を
示
す
理
想
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
日
常
世
界
で
は
可
能

態
で
あ
り
、
「
社
会
構
造
の
裂
け
毯
」
に
し
か
実
現
さ
れ
え
な
い
も
の
な

の
で
あ
る
。
（
本
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
第
六
章
に
拠
る
。
）

　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
こ
の
可
能
的
趨
勢
に
つ
い
て
の
論
証
を
、
社
会
を

「
道
徳
生
活
の
本
拠
」
と
み
る
道
徳
社
会
学
上
の
問
題
意
識
に
導
か
れ
て

行
な
っ
て
い
る
、
と
著
者
は
言
う
。
つ
ま
り
、
二
で
確
か
め
た
よ
う
に
、

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
祉
会
進
化
の
原
動
力
た
る
集
合
的
生
命
の
表
現
過
程
に

生
動
す
る
・
諸
鰯
人
の
人
格
的
表
出
の
意
義
を
強
調
し
、
そ
こ
に
実
現
さ

れ
て
い
る
道
徳
的
共
同
態
の
う
ち
に
、
生
き
た
体
系
と
し
て
の
社
会
の
統

合
原
理
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
社
会
生
命
の
最
深
層

位
に
あ
る
最
も
パ
ト
ス
的
な
力
を
成
員
に
感
じ
と
ら
せ
、
間
じ
道
徳
的
共

新
　
刊
　
紹
　
介

実
態
に
統
合
化
さ
せ
る
非
段
常
的
高
揚
・
合
一
態
の
意
義
が
明
確
と
な

る
。
し
か
し
、
【
で
述
べ
た
“
道
徳
的
”
と
い
う
タ
ー
ム
の
意
味
か
ら
す

れ
ば
、
固
定
化
さ
れ
た
社
会
構
造
に
集
合
的
生
気
を
吹
き
込
む
こ
の
合
一

態
体
験
も
、
も
ち
ろ
ん
自
生
的
に
設
定
さ
れ
る
規
翻
に
よ
り
均
衡
条
件
が

与
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
必
要
な
変
化
の
原
動
力
と
な
り
え
な
い
。

　
こ
う
し
た
道
徳
的
統
合
の
考
え
に
は
、
　
一
九
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の

反
動
と
し
て
自
覚
的
に
成
立
し
・
啓
蒙
思
想
の
合
理
主
義
に
反
対
し
た
哲

学
的
保
守
主
義
の
基
本
命
題
と
共
通
す
る
面
が
あ
る
が
、
単
純
に
デ
ュ
ル

ヶ
！
ム
即
保
守
主
義
者
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
科
学
と
し

て
の
社
会
学
の
基
礎
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
彼
の
努
力
は
啓
蒙
思
想
に
よ

る
批
判
的
合
理
主
義
や
実
証
主
義
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
、
特
に
彼
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
論
を
通
じ
て
－
旧
い
合
理
主
義

と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
両
者
に
関
す
る
彼
の
批
判
的
見
解
の
分
析
に
よ
っ

て
　
　
彼
の
「
合
理
主
義
」
を
閣
確
に
す
る
努
力
の
な
か
で
示
さ
れ
て

い
る
。

四

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
デ
ュ
ル
ケ
！
ム
の
社
会
理
論
の
特
徴
は
、
彼
の

機
能
分
析
論
を
第
七
章
に
拠
っ
て
概
観
す
る
こ
と
で
更
に
肉
付
け
さ
れ
よ

う
。　

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
機
能
分
析
の
重
要
な
論
点
の
ひ
と
つ
は
、
〈
生
き
た
〉

全
体
（
体
系
）
と
し
て
の
社
会
を
、
歴
史
的
な
生
成
発
展
の
な
か
で
捉

え
、
機
能
分
析
を
、
そ
の
体
系
の
動
的
秩
序
へ
の
考
察
に
結
び
つ
け
る
方

二
三
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法
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
社
会
像
は
、
静
態
的
に
統
合
さ

れ
た
安
定
体
系
で
は
な
く
、
不
断
に
生
成
す
る
動
的
な
体
系
な
の
で
あ

る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
体
系
の
「
機
能
的
要
件
」
は
、

一
つ
の
有
機
体
と
し
て
組
織
さ
れ
た
社
会
（
体
）
が
存
続
す
る
た
め
の
前

提
条
件
あ
る
い
は
結
果
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
充
足
さ
れ
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
「
欲
求
」
と
し
て
構
想
さ
れ
て
お
り
、
道
徳
的
な
社
会

連
帯
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
は
、
道
徳
が
表
現
し
て
い
る
の
は
社
会
が
“
健
康
に
”
存
続
し

て
い
く
う
え
で
の
最
も
基
本
的
な
前
提
条
件
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
が

あ
る
。
デ
訊
ル
ケ
ー
ム
の
考
え
る
「
挫
会
的
健
康
」
（
ω
§
3
ω
o
。
乾
①
）

と
は
、
有
機
体
と
し
て
の
社
会
の
そ
の
諸
部
分
が
社
会
的
生
命
力
を
集
中

さ
せ
る
た
め
最
適
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
デ
ュ
ル
ケ

ー
ム
の
機
能
分
析
に
と
っ
て
重
要
な
方
法
論
的
根
拠
で
あ
る
正
常
と
病
理

の
区
別
の
規
準
に
も
、
正
常
骸
健
康
性
の
原
理
が
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
言

う
「
正
常
な
も
の
」
に
は
「
望
ま
し
い
も
の
」
（
一
①
象
。
。
ぎ
び
冨
）
の
意
味

が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
か
ら
、
機
能
分
析
に
含
ま
れ
る
羅
的
論
的
発
想
を
い
わ
ば
逆
手
に

と
っ
て
、
そ
の
方
法
を
実
践
的
問
題
の
解
決
に
役
立
た
せ
る
と
い
う
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
の
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
論
点
が
で
て
く
る
。
つ
ま
り
、
正
常

麗
健
康
と
い
え
る
状
態
は
、
「
当
然
あ
る
べ
き
状
態
」
と
し
て
多
分
に
理

想
的
な
効
果
に
お
い
て
規
定
さ
れ
、
道
徳
的
な
社
会
規
制
を
重
視
す
る
と

い
う
基
本
的
問
題
関
心
が
刀
禰
に
お
し
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点

で
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
機
能
分
析
は
特
定
の
価
値
関
心
を
機
能
的
欲
求
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四

な
か
み

中
身
の
う
ち
に
持
ち
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
中
身
を
別
に
す
れ
ば
、
形

式
的
に
は
現
実
に
対
す
る
幾
判
的
認
識
や
ま
た
実
践
的
関
心
に
応
え
る
よ

う
十
分
役
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
え
る
。
し
か
も
、
こ
の
実
践

的
関
心
へ
の
志
向
は
、
社
会
の
欲
求
が
〈
構
造
的
脈
絡
〉
の
制
約
の
な
か

で
考
え
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
科
学
と
し
て
の
社
会
学
の
確
立
に
と
り
必

要
な
方
法
規
準
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

五

　
こ
こ
で
は
、
今
ま
で
そ
の
社
会
概
念
を
中
心
に
み
て
き
た
デ
ュ
ル
ケ
ー

ム
の
社
会
理
論
を
、
そ
の
社
会
主
義
論
の
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
第
十
章

に
拠
っ
て
更
に
綜
合
的
に
紹
介
し
よ
う
。
な
お
、
著
者
は
き
わ
め
て
早
い

時
期
に
し
か
も
適
切
に
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
社
会
主
義
論
を
扱
っ
た
ひ
と
り

で
あ
ろ
う
。
（
本
章
の
も
と
に
な
っ
た
論
文
は
一
九
六
九
年
の
も
の
で
あ

る
。
）

　
社
会
主
義
を
論
題
に
し
た
と
き
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
前
提
に
は
、
〈
私

的
〉
な
集
団
で
あ
る
「
職
業
集
団
」
を
、
経
済
生
活
を
規
制
で
き
る
道
徳

的
拘
束
の
た
め
の
雛
官
に
し
ょ
う
と
す
る
考
え
が
あ
る
。
こ
の
点
で
、

「
職
業
集
団
」
の
再
構
成
に
よ
っ
て
産
業
的
諸
濡
動
の
再
統
合
を
図
ろ
う

と
い
う
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
鮭
会
主
義
は
、
〈
批
会
学
的
〉
社
会
主
義
の
主

張
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
普
仏
戦
争
の
破
局
に
続
く
第
三
共
和
国
の
た
め
に

必
要
な
知
的
基
盤
を
与
え
よ
う
と
す
る
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
、

　
道
徳
的
な
社
会
再
組
織
の
論
議
は
、
デ
ュ
ル
ケ
…
ム
に
あ
っ
て
は
有
機

的
連
帯
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
経
済
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的
諸
機
能
は
、
そ
れ
ら
を
凌
駕
し
抑
制
し
規
制
す
る
道
徳
的
力
に
服
さ
せ

な
け
れ
ば
、
調
和
的
に
協
働
し
得
な
い
し
、
均
衡
状
態
に
保
た
れ
得
な

い
」
（
『
社
会
主
義
論
』
）
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
社
会
に
つ

い
て
の
有
機
体
的
概
念
化
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
一
の
冒
頭

で
触
れ
た
ま
ま
詳
し
く
は
説
明
し
な
か
っ
た
社
会
の
綜
合
的
認
識
に
つ
い

て
紹
介
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
は
、
社
会
に
つ
い
て
の
生
物
学
的
モ
デ
ル
に
拠
り
つ
つ
、
議
会
諸

現
象
を
社
会
有
機
体
の
な
か
に
完
結
し
旦
つ
限
定
さ
れ
て
生
起
す
る
諸
機

能
（
活
動
）
と
し
て
考
察
し
、
各
々
の
不
可
分
の
全
体
的
関
連
を
み
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
と
っ
て
、

従
来
の
よ
う
に
、
恰
も
経
済
が
一
つ
の
全
体
を
形
成
し
、
そ
れ
自
体
に
お

い
て
十
分
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
説
明
可
能
で
あ
る
か
の

よ
う
に
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
経
済
的
活
動
は
社
会
的
機
能
で
あ

り
、
社
会
そ
の
も
の
に
、
す
な
わ
ち
集
合
的
存
在
に
同
じ
く
関
係
す
る
他

の
諸
機
能
と
連
帯
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の

綜
合
社
会
学
的
発
想
の
基
礎
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
（
本
パ
ラ
グ
ラ
フ
は

本
書
第
ご
章
に
拠
る
。
）

　
こ
う
し
た
考
え
を
背
後
に
も
つ
・
「
職
業
集
団
」
の
再
編
成
と
い
う
デ

ュ
ル
ケ
ー
ム
の
提
書
は
、
産
業
化
・
分
業
化
の
進
展
と
い
う
〈
構
造
的
脈

絡
〉
の
下
で
、
社
会
の
道
徳
的
遮
帯
と
い
う
「
欲
求
」
に
対
応
す
る
「
機

能
的
」
な
分
業
形
態
を
確
定
し
よ
う
と
い
う
前
述
の
機
能
分
析
の
考
え
に

基
づ
い
て
い
る
、
と
著
者
は
言
う
。
こ
う
し
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
「
有

機
的
」
な
い
し
「
積
極
的
」
な
形
態
を
機
能
的
つ
ま
り
「
正
常
」
と
考
え

た
。
し
か
し
、
現
実
は
病
理
的
形
態
が
普
遍
的
で
あ
り
、
「
正
常
」
な
形

新
　
刊
　
紹
　
介

態
は
例
外
的
な
形
態
に
す
ぎ
ず
可
能
態
と
し
て
あ
る
。
そ
し
て
、
著
者
に

よ
れ
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
中
心
的
な
関
心
事
は
、
こ
の
正
常
的
形
態
の

成
長
促
進
に
与
る
社
会
的
諸
条
件
を
科
学
的
に
確
定
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
結
果
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
職
業
集
団
」
の
再
編
成
の
提
言
が
あ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
の
提
言
は
社
会
の
道
徳
的
再
組
織
の
た

め
の
理
想
表
現
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
有
機
的
連
帯
論
は
、
正
常
な
状
態
を
予
め
措
定
し
た
言

わ
ば
「
論
点
の
先
取
り
」
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
こ
う
し
た
社
会
連
帯
の
思
想
の
根
底
に
は
、
「
社
会
」

が
理
想
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
だ
と
す
る
前
提
が
あ
り
、

そ
の
社
会
観
に
は
個
人
主
義
を
そ
の
統
合
原
理
と
す
る
道
徳
的
な
共
同
態

に
つ
い
て
の
哲
学
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
分
業
化
の
正
常
な
過
程
に
お

い
て
、
諸
個
人
は
こ
の
道
徳
的
共
同
態
へ
の
帰
依
を
根
拠
と
し
て
、
相
互

に
個
人
と
し
て
の
他
者
の
尊
厳
の
金
意
味
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
に
よ
っ
て
有
機
的
連
帯
が
可
能
に
な
る
、
と
薯
者
は
捉
え
て
い
る
。

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
機
能
分
析
に
お
い
て
、
「
社
会
的
欲
求
」
の
評
価
的
中

身
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
醐
入
の
人
格
の
自
律
性
と
推
会
に
対

す
る
個
人
の
緊
密
な
依
存
と
の
同
時
的
解
決
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の

哲
学
を
前
提
に
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
考
え
は
連
帯

主
義
の
思
想
内
容
と
符
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
著
者
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

の
連
帯
論
が
当
時
の
急
進
社
会
主
義
派
の
連
帯
主
義
（
。
・
o
嵩
註
比
。
・
毎
①
）

に
対
し
有
力
な
理
論
的
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
綿
密
な

分
析
で
示
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
再
編
成
さ
れ
た
「
職
業
集
団
」
は
基
本
的
に
は
経
済
的
機

一
一
五
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能
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
が
、
そ
の
第
一
次
的
な
機
能
は
構
成
員
に
対
し

道
徳
規
制
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
捉
え
ら
れ
る
。
更
に
、
国
家
と

そ
れ
か
ら
く
遠
く
離
れ
た
〉
無
数
の
諸
個
人
と
の
間
に
は
道
徳
的
に
重
大

な
空
虚
が
生
ず
る
が
、
こ
れ
を
埋
め
る
中
間
集
団
と
し
て
の
役
割
が
そ
れ

に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
孤
立
し
た
諸
個
人
に
安
定
し
た
集
団
所

属
感
を
与
え
、
彼
ら
を
社
会
の
統
合
的
全
体
へ
と
連
結
さ
せ
る
と
い
う
役

割
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
考
え
を
決
定
的
に
特
徴
づ
け
て
い
る

の
は
、
そ
れ
が
人
間
や
社
会
に
つ
い
て
の
功
利
主
義
的
価
値
づ
け
を
退

け
、
社
会
的
諸
機
能
の
自
生
的
な
協
力
に
よ
る
有
機
体
的
統
合
と
い
う
概

念
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
と
著
者
は
解
釈
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
こ
か
ら
多
光
的
国
家
論
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
国

家
観
も
理
解
さ
れ
て
い
る
。
国
家
の
役
割
は
道
徳
的
な
そ
れ
で
あ
り
、
諸

集
団
の
特
に
経
済
的
諸
機
能
を
規
制
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
こ
で
も
や

は
り
、
共
同
態
の
理
想
を
中
核
と
し
た
哲
学
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

占A

　
以
上
、
筆
者
は
本
書
の
紹
介
を
、
著
者
が
解
明
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の

社
会
概
念
を
中
心
に
行
な
っ
て
き
た
。
著
者
が
提
示
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

の
社
会
概
念
は
、
普
終
戦
無
敗
豊
後
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
を
社
会
学
に
よ
っ

て
再
建
す
る
と
い
う
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
社
会
学
の
周
知
の
ひ
と
つ
の
像

を
、
最
も
根
底
的
な
側
面
か
ら
充
分
説
得
的
に
解
明
す
る
も
の
で
あ
っ

一
一
六

た
。
次
に
こ
こ
で
は
、
本
書
の
こ
う
し
た
指
摘
の
妥
当
性
を
基
本
的
に
認

め
つ
つ
幾
つ
か
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

　
そ
の
ひ
と
つ
は
、
「
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
お
け
る
経
済
一
社
会
－
道
徳
」

の
問
題
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
お
い
て
は
経
済

に
対
し
て
道
徳
が
対
置
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
、
経
済
の
無
規
制
的
活
動
を

道
徳
が
規
制
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
経
済
は
道
徳
に

よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
の
解
釈
は
勿
論
基
本
的
に

は
正
し
い
が
、
や
や
単
純
す
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
。
筆
者
は
日
頃
抱
い
て
い

た
こ
う
し
た
印
象
を
本
書
に
よ
っ
て
更
に
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ

れ
は
、
や
や
図
式
的
に
言
え
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
経
済
は

「
社
会
」
の
中
で
営
ま
れ
て
こ
そ
道
徳
に
転
化
す
る
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
経
済
界
を
ま
ず
「
社
会
」
の
な
か
に
お
く
こ
と
、
経
済
界
を
十
全
な

意
味
で
「
社
会
」
た
ら
し
め
る
こ
と
、
そ
れ
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
職
業
集
団
の
機
能
も
す
で
に
五
で
み

た
よ
う
に
、
諸
個
人
に
安
定
し
た
集
団
所
属
感
を
与
え
る
こ
と
が
先
ず
第

一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
道
徳
的
共
同
態
と
し
て
の
職

業
集
団
の
な
か
で
経
済
が
道
徳
に
転
化
す
る
。
こ
の
道
徳
は
、
「
共
同
の

観
念
や
信
念
の
う
ち
、
人
々
の
意
志
に
対
し
て
理
想
的
行
動
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
示
し
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
義
務
的
で
あ
る
と
い
う
判
断
に
よ
る
」

（
五
一
頁
）
観
念
と
し
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
道
徳
的
共
同
態
と

し
て
の
社
会
に
お
い
て
は
、
従
っ
て
、
そ
の
拘
束
力
の
源
泉
が
集
合
生
活

の
自
発
的
・
自
生
的
所
産
で
あ
る
と
き
、
経
済
的
諸
活
動
か
ら
こ
う
し
た

準
園
（
器
σ
q
一
①
。
。
）
と
し
て
の
道
徳
が
生
ず
る
。
あ
る
一
定
の
行
為
様
式
が

や
が
て
慣
習
的
に
な
り
、
つ
い
に
は
「
社
会
」
に
よ
る
蟄
化
に
よ
っ
て
義
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務
的
（
o
げ
一
斜
p
8
一
お
）
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
道
徳
は
社
会
の
所

産
と
い
う
デ
ェ
ル
ケ
ー
ム
の
考
え
に
適
う
解
釈
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
こ
こ

で
言
う
経
済
は
古
典
派
経
済
学
の
描
く
そ
れ
で
は
な
く
、
　
〈
全
体
〉
の
発

見
と
と
も
に
見
出
さ
れ
た
、
「
國
民
経
済
」
で
あ
る
。
と
ま
れ
、
デ
ュ
ル

ケ
ー
ム
は
、
職
業
集
団
を
道
徳
的
共
同
態
と
し
て
の
社
会
と
し
て
再
建
し

よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
職
業
道
徳
と
い
う
か
た
ち
で
構

成
員
に
対
し
て
道
徳
的
規
制
を
強
化
す
る
と
い
う
職
業
集
団
の
機
能
が
で

て
く
る
。
な
お
、
「
ラ
イ
ン
の
彼
方
」
（
O
口
門
鯉
Φ
・
カ
ゲ
一
5
）
の
講
壇
社
会
主

義
者
、
特
に
シ
ュ
モ
ラ
ー
か
ら
の
大
き
な
影
響
一
そ
の
古
典
派
経
済
学

批
判
一
も
こ
う
し
た
視
点
か
ら
再
解
釈
で
き
る
と
思
う
。
こ
こ
は
筆
港

の
論
点
を
敷
衙
す
る
場
で
は
な
い
の
で
指
摘
だ
け
に
と
ど
め
る
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
本
書
の
論
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
経
済
と
道
徳
に
つ
い
て
の

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
考
え
を
そ
の
社
会
概
念
に
よ
っ
て
従
来
の
解
釈
以
上
に

明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

七

　
次
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
祉
会
を
生
命
性
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
と
い

う
、
本
書
の
中
心
的
論
点
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
こ
れ
は
、
社
会
を
、
固

定
的
な
面
か
ら
の
み
で
な
く
、
し
な
や
か
さ
を
与
え
る
沸
き
た
っ
て
い
る

も
の
と
い
う
面
と
も
動
的
連
関
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
点
で
、
固
定
化
・

硬
直
化
し
た
現
代
社
会
を
捉
え
直
す
ひ
と
つ
の
論
点
を
示
す
も
の
で
あ

り
充
分
評
価
で
き
る
の
だ
が
、
筆
者
は
そ
こ
に
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
社
会
観

の
弱
さ
も
あ
る
と
考
え
た
い
。
そ
れ
は
第
三
章
で
扱
わ
れ
て
い
る
集
合
意

新
　
刊
　
紹
　
介

識
の
問
題
に
も
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
ず
、
そ
れ
に
拠
っ
て
本
書
の

内
容
を
紹
介
し
て
お
こ
う
Q

　
［
で
み
た
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
社
会
の
本
質
を
．
．
ぼ
く
冨

ω
0
9
既
¢
、
、
、
社
会
生
命
（
H
い
の
ち
）
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
集
合

意
識
は
こ
の
社
会
の
心
的
生
命
の
直
接
的
か
つ
自
然
的
表
現
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
集
合
意
識
と
い
う
概
念
は
、
集
合
生
活
に
固
有
の

心
的
事
実
と
、
　
一
定
の
行
為
様
式
と
が
統
合
的
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
概
念

で
あ
る
。
し
か
し
、
集
合
意
識
は
、
後
者
の
よ
う
に
「
社
会
的
存
在
」

（
Φ
け
H
O
　
の
O
O
圃
P
一
）
と
し
て
様
式
化
さ
れ
、
あ
る
い
は
具
体
的
に
宗
教
的
・

道
徳
的
・
法
律
的
諸
制
度
の
よ
う
な
確
定
的
形
態
を
と
る
に
し
て
も
、
そ

れ
自
体
は
、
諸
制
度
が
社
会
的
と
い
わ
れ
る
た
め
の
前
提
と
な
る
共
有
的

な
概
念
で
あ
る
、
と
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
更
に
こ
の
こ
と
は
集
合
意
識
を
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
「
深
さ
の
社
会

学
」
流
に
層
位
構
成
の
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い

る
。
集
合
意
識
に
は
、
「
物
化
」
さ
れ
た
表
層
の
形
態
学
的
諸
薬
実
か
ら
、

「
社
会
的
存
在
」
（
具
体
的
に
は
社
会
的
制
度
）
を
経
て
、
必
ず
し
も
具
体

化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
無
定
型
か
つ
自
由
な
集
合
的
生
命
そ
の
も
の
の
顕

現
な
ど
の
諸
層
が
考
え
ら
れ
、
そ
し
て
、
集
合
意
識
の
意
味
の
中
核
的
部

分
は
こ
の
最
後
の
も
の
だ
と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
こ
う
し
た
デ
ュ
ル
ケ

！
ム
の
考
え
が
も
つ
問
題
点
と
思
わ
れ
る
も
の
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

　
デ
ュ
ル
ケ
：
ム
は
、
社
会
の
本
質
を
．
．
『
鼠
Φ
白
。
0
9
匙
軌
、
と
考
え
、

そ
の
直
接
的
・
自
然
的
三
滝
と
し
て
集
合
意
識
を
捉
え
て
お
り
、
両
者
は

一
体
と
し
て
「
社
会
生
命
一
集
合
意
識
」
と
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
そ

二
七
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し
て
、
こ
の
社
会
生
命
一
集
合
意
識
を
基
礎
に
し
て
宗
教
的
・
道
徳
的
・

法
律
的
諸
制
度
と
い
っ
た
「
社
会
的
な
も
の
」
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

「
社
会
的
な
も
の
」
は
本
質
で
あ
る
社
会
生
命
－
集
合
意
識
か
ら
は
区
別

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
「
社
会
的
な
も
の
」
を
背
後
で
支
え
る
社
会
生
命
一
集
合

意
識
の
そ
の
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
著
巻
も
そ
の
註
で
、
「
社
会
的
基
体
と
集

合
意
識
と
の
関
係
を
媒
介
す
る
社
会
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
デ
ュ
ル

ケ
ー
ム
は
体
系
約
な
論
議
を
深
め
た
と
は
い
え
な
い
」
（
一
一
八
頁
）
と

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
暖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。
デ
ュ
ル

ケ
ー
ム
は
「
化
学
的
綜
合
」
の
観
念
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
持
ち
だ
す
だ
け
で

済
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
生
命
は
こ
の
よ
う
に
分
解
さ
れ
え
な
い
だ

ろ
う
し
、
生
命
は
ひ
と
つ
の
も
の
で
あ
り
、
基
盤
と
し
て
は
そ
の
全
体
性

に
お
け
る
生
き
た
実
体
し
か
な
い
。
生
命
は
諸
部
分
の
内
に
で
は
な
く
、

全
体
の
内
に
存
す
る
」
（
『
社
会
学
的
方
法
の
規
準
』
）
と
す
る
の
は
、
生

気
論
（
く
冨
鎌
ω
ヨ
①
）
的
発
想
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
本
質
に

つ
い
て
の
存
在
条
件
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
社
会
的
な
も

の
」
を
設
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
存
在
条
件
の
与
え
ら
れ
て
い
な
い
本
質

を
措
定
す
る
「
本
質
主
義
」
、
と
い
う
問
題
を
デ
ュ
ル
ケ
…
ム
社
会
学
は

示
し
て
い
る
。
勿
論
、
こ
こ
に
は
社
会
科
学
に
お
け
る
全
体
論
（
ゴ
。
一
一
ω
ヨ
）

と
い
う
複
雑
な
問
題
が
関
係
し
て
お
り
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
脈
絡
で
の
み
捉

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
理
論
の
も
つ
ひ
と
つ

の
脆
さ
は
指
摘
で
き
よ
う
。

八

一
一
八

　
次
に
問
題
と
し
た
い
の
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
発
生
論
的
視
点
に
つ
い
て

で
あ
る
。
す
で
に
三
で
み
た
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
こ
の
視
点
か
ら

「
始
原
」
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
質
性
を
把
握
す
る
た
め
の

こ
の
「
始
原
」
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
お
い
て
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
原

住
民
の
宗
教
生
活
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
デ
ュ
ル
ケ
…
ム
は

民
族
誌
の
重
要
性
を
撫
駕
す
る
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
発
生
論
的
視
点
に
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

の
独
特
な
・
社
会
の
概
念
化
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
が
、
「
始
原
」
に
潮

っ
て
民
族
誌
を
重
視
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
原
住
民
の
社
会
に
「
原
初

的
“
原
理
的
“
基
本
的
（
伽
一
価
出
P
O
感
け
⇔
一
周
O
）
な
も
の
」
（
二
〇
八
頁
）
を
求

め
る
と
い
う
の
は
、
進
化
論
的
色
彩
が
き
わ
め
て
濃
い
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
歴
史
と
論
理
の
混
同
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
て
か
著
者

も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
実
在
の
原
初
形
態
と
歴
史
的
所
与
の
形

態
と
の
聞
の
根
底
的
な
連
続
性
を
前
提
と
し
て
認
め
る
歴
史
観
が
〔
そ
こ

に
〕
あ
る
」
（
二
〇
八
頁
）
。

　
勿
論
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
社
会
の
分
析
に
基
づ
く
デ
ュ
ル
ケ
！
ム
の
主

張
は
、
「
宗
教
生
活
は
集
合
生
活
全
体
の
卓
越
し
た
形
態
で
あ
り
、
い
わ

ば
、
そ
の
集
中
的
表
現
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
『
宗
教
生
活
の
原
初
．
形

態
』
）
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
宗
教
を
社
会
理
解
の
鍵

と
み
る
重
要
な
見
解
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
と
も
に
示
し
た
（
ル
ッ
ク
マ
ン
の

評
）
、
と
い
う
そ
の
意
義
は
過
少
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
う
し



た
意
義
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
者
が
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
進
化
論
的
限
界
と

い
う
面
に
拘
泥
す
る
の
は
、
思
想
史
的
に
み
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
と
思
わ
れ
る
彼
の
歴
史
学
認
識
を
考
慮
に
入
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
彼

は
〈
事
件
〉
（
σ
蕃
馬
丁
①
暮
）
と
く
制
度
〉
（
ぎ
。
。
§
三
δ
轟
）
の
二
分
法
を

基
礎
に
、
前
者
に
圧
倒
的
に
優
位
を
与
え
る
・
事
件
史
中
心
の
伝
統
的
な

歴
史
学
を
批
判
し
て
、
後
者
、
つ
ま
り
〈
制
度
〉
を
対
象
と
し
て
こ
そ
歴

史
学
は
科
学
的
と
な
る
し
、
〈
制
度
〉
の
認
識
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
く
事

件
V
の
理
解
も
．
司
能
に
な
る
、
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

彼
の
歴
史
学
観
は
後
の
ア
ナ
ー
ル
派
の
考
え
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い

え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
歴
史
（
学
）
観
に
は
限
界
と
可

能
性
が
混
在
し
て
い
る
、
と
筆
者
は
考
え
る
。

お
わ
り
に

わ
れ
る
」
（
序
文
）
と
い
う
解
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
デ
ュ
ル
ケ
：

ム
理
論
の
基
礎
に
横
た
わ
る
社
会
概
念
の
検
討
と
い
う
そ
の
研
究
ス
タ
イ

ル
を
反
映
し
て
お
り
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
個
々
の
論
点
に
性
急
に
現
代
的

意
義
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
薯
者
が
こ
う
し
た
デ

ュ
ル
ケ
ー
ム
研
究
を
更
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
論
と
い
う
か
た
ち
で
発
展
さ
せ

て
い
る
こ
と
は
、
他
の
論
稿
が
示
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た

意
味
に
お
い
て
も
、
本
書
は
単
な
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
解
釈
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
霧
が
社
会
学
に
お
け
る
古
典
研
究
の

ひ
と
つ
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
た
内
容
は
要
約
・
紹
介
な
ど
を
は
る
か
に
越
え
る

も
の
で
あ
る
し
、
筆
者
の
紹
介
も
誤
解
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と

恐
れ
る
。
ま
た
、
重
要
な
論
点
を
含
み
な
が
ら
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
こ
と

の
で
き
な
か
っ
た
章
も
あ
り
、
著
者
の
許
し
を
乞
い
た
い
。
　
（
了
）
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以
上
、
関
連
の
諸
学
説
と
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
位
置
す
る
知
的
伝
統
と
の

深
い
理
解
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、
最
も
難
解
と
さ
れ
て
い
る
社
会
概
念
の
検

討
を
中
心
に
書
か
れ
た
本
書
の
内
容
を
、
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
デ
ュ
ル
ケ
ー

ム
像
を
結
ぶ
よ
う
に
意
図
し
て
、
筆
者
は
紹
介
し
て
き
た
。
著
老
に
よ
る

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
社
会
概
念
の
閾
明
の
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
Q
こ
の

こ
と
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
著
者
は
“
何
故
い
ま
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
か
”
と
い
う
問
い
に
、
「
わ

れ
わ
れ
が
今
臼
逢
着
し
て
い
る
諸
問
題
を
如
何
に
社
会
学
的
に
と
ら
え
直

す
か
の
課
題
に
〔
対
し
て
、
そ
の
答
は
〕
、
右
の
よ
う
な
彼
の
基
本
的
に

綜
合
的
な
発
想
が
与
え
る
深
い
示
唆
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

新
　
刊
　
紹
　
介

（
筆
者
　
な
か
じ
ま
・
み
ち
お

会
学
〕
助
手
）
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