
行
為
理
論
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題

中

久
　
郎

　
　
　
社
会
生
活
に
お
け
る
秩
序
の
基
礎
に
か
ん
す
る
問
題
は
、
社
会
学
の
原
論
構
成
に
た
い
し
中
心
主
題
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
伝
統
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
に
、
広
く
理
論
的
分
析
に
お
い
て
基
本
と
な
る
準
拠
点
に
係
っ
て
き
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
、
こ
の
問
題
を
行
為
理
論
と
い
う
、

　
　
社
会
学
理
論
一
般
に
と
り
基
礎
的
と
い
え
る
立
場
か
ら
改
め
て
取
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
考
察
対
象
と
し
て
選
択
に
最
も
値
す

　
　
る
の
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
理
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
社
会
学
に
お
け
る
行
為
の
理
論
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
っ
て
そ
れ
の
一
般
的
準
拠
枠

　
　
が
精
緻
に
構
成
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
発
展
の
一
層
確
か
な
基
礎
が
与
え
ら
れ
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
準
拠
枠

　
　
は
、
社
会
的
統
合
に
か
ん
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
研
究
か
ら
主
に
引
き
出
さ
れ
た
規
範
的
な
秩
序
の
観
点
よ
り
構
成
さ
れ
た
こ
と
で
も
、

　
　
本
稿
の
主
題
に
と
り
特
別
の
意
義
を
も
つ
。

　
　
　
し
か
し
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
理
論
は
、
そ
れ
が
「
正
統
的
秩
序
」
に
つ
い
て
の
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
論
点
と
も
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
な
が

　
　
ら
、
行
為
の
理
論
と
し
て
は
独
特
の
性
格
を
も
つ
こ
と
が
予
め
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
社
会
的
行
為
に
つ
い
て
の
提
言

　
　
を
、
諸
社
会
の
動
態
の
歴
史
理
解
に
密
接
に
関
連
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
論
的
意
図
は
、
社
会
的
諸
形
象
を
「
理
解

　
　
可
能
な
」
行
為
に
、
す
な
わ
ち
関
与
し
た
諸
個
人
の
動
機
に
例
外
な
く
還
元
す
る
方
法
を
中
心
と
し
て
い
な
い
し
、
社
会
的
諸
行
為
の
現

蹴
上
的
な
相
互
作
用
過
程
じ
た
い
の
寄
藻
も
関
心
は
向
け
ら
れ
な
か
。
た
。
む
し
ろ
、
そ
の
過
程
の
な
か
に
食
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し
て

1　
　
　
　
　
　
行
為
理
論
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
一
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の
複
数
の
行
為
老
の
あ
い
だ
の
関
係
の
構
造
を
抽
象
化
す
る
こ
と
に
よ
り
構
成
可
能
な
行
為
の
、
と
く
に
社
会
的
体
系
の
理
論
化
に
独
自

の
特
徴
が
あ
る
。

　
そ
の
場
合
に
行
為
の
理
論
が
、
行
為
老
の
主
観
的
見
地
を
と
り
い
れ
な
け
れ
ぽ
無
意
味
で
あ
る
こ
と
が
正
当
に
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、

パ
ー
ソ
ン
ズ
の
い
う
主
観
的
関
連
は
、
行
為
者
の
動
機
あ
る
い
は
心
の
な
か
の
現
実
過
程
に
の
み
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
体
系
レ
ベ
ル
の
「
意
味
の
複
合
体
」
そ
の
も
の
の
理
解
に
も
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
方
法
論
的
に
そ
れ
は
、
行
為
者
の
直
接
体
験
に

近
づ
い
て
え
ら
れ
る
関
連
と
い
う
よ
り
も
、
観
察
者
に
よ
る
社
会
学
的
概
念
図
式
に
し
た
が
っ
て
解
釈
さ
れ
る
関
連
で
あ
る
。
つ
ま
り
主

観
的
事
象
は
、
同
図
式
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
、
ま
た
分
析
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
み
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
概
念
図
式
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
体
系
化
の
異
っ
た
レ
ベ
ル
が
半
影
さ
れ
る
。
先
ず
前
提
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
行
為
の
基
本
的

概
念
図
式
は
、
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
「
範
躊
の
体
系
」
で
あ
り
、
一
組
の
相
互
関
連
的
な
諸
要
素
を
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

第
二
に
、
こ
の
概
念
図
式
は
一
般
的
な
行
為
の
準
拠
枠
と
し
て
同
時
に
機
能
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
準
拠
粋
に
も
と
づ
い
て
社
会
的
行
為

体
系
の
主
要
な
下
位
諸
体
系
、
す
な
わ
ち
社
会
、
文
化
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
各
体
系
や
さ
ら
に
行
動
体
系
が
識
別
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
あ

い
だ
は
相
互
不
還
元
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
相
互
に
依
存
し
侵
透
し
合
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
に
、
行
為
の
下
位
諸
体
系
の
う

ち
社
会
体
系
が
行
為
体
系
の
統
合
機
能
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
レ
ベ
ル
で
は
、
社
会
体
系
が
そ
の
最
適
の
状
態
に
お
い
て
「
持
続

的
な
秩
序
を
構
成
し
」
、
ま
た
「
発
展
的
変
動
の
秩
序
の
あ
る
過
程
を
経
験
す
る
」
と
い
う
事
実
に
焦
点
が
据
え
ら
れ
る
（
8
評
冨
。
5
p

雪
、
ミ
硫
。
ら
、
ミ
砂
旨
ミ
》
津
Φ
①
津
①
。
。
ω
”
お
㎝
一
”
以
下
ω
。
。
と
略
記
、
o
．
ミ
）
。
こ
れ
は
社
会
体
系
の
理
論
の
な
か
で
、
規
範
的
価
値
志
向
パ
タ
ー

ン
が
役
割
の
な
か
に
制
度
化
さ
れ
る
現
象
を
中
軸
と
し
て
「
理
論
の
体
系
」
の
栂
成
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
こ

れ
も
厳
密
な
意
味
で
「
経
験
理
論
の
体
系
」
と
は
い
え
な
い
（
。
h
↓
．
勺
・
。
話
。
冨
⇔
巳
国
・
ω
駿
一
。
。
却
亀
。
・
こ
S
。
罎
§
，
匙
a
Q
§
ミ
ミ
絃
浮
§
曙
ミ

》
ミ
§
》
頃
鼻
偏
a
¢
謬
昇
℃
肖
・
ω
ρ
お
認
”
↓
○
諺
と
略
記
、
マ
認
）
。
要
す
る
に
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
理
論
は
仮
説
的
（
あ
る
い
は
法
則
）
命
題

群
と
し
て
の
「
説
明
理
論
し
で
は
な
く
、
二
恩
の
体
系
に
も
と
づ
い
た
概
念
図
式
と
し
て
の
「
分
析
理
論
」
の
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
と
い
う



　
　
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
社
会
学
的
行
為
理
論
の
基
本
原
理
が
定
式
化
さ
れ
る
上
で
決
定
的
と
思
わ
れ
る
問
題
は
、
理
論
的
関
心
の
焦
点

　
　
が
構
造
－
機
能
的
水
準
の
分
析
に
移
る
段
階
に
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
目
的
一
手
段
図
式
よ
り
も
行
為
老
－
状
況
図
式
が
重
視
さ
れ
、
行
為

　
　
の
一
般
理
論
綿
車
に
お
い
て
行
為
の
目
的
論
的
要
素
が
社
会
化
と
制
度
化
さ
れ
た
役
割
期
待
の
観
点
か
ら
と
ら
え
直
さ
れ
た
変
化
の
さ
い

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
過
程
で
行
為
の
理
論
が
正
確
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
改
め
て
問
う
必
要
が
生
じ
た
こ
と

　
　
も
確
か
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
は
、
『
社
会
的
行
為
の
構
造
』
（
↓
ぎ
要
こ
ミ
ミ
恥
鼠
恥
。
職
自
N
》
ミ
§
”
ζ
。
O
尽
≦
・
建
白
》
這
ω
ゴ
以
下
ω
ω
諺
と
略

　
　
記
）
に
お
い
て
、
例
え
ば
動
機
の
問
題
が
規
範
的
志
向
あ
る
い
は
価
値
態
度
の
そ
れ
に
含
め
ら
れ
る
と
し
た
考
え
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ

　
　
て
よ
い
。
さ
ら
に
後
の
段
階
で
、
「
主
観
的
見
地
」
す
な
わ
ち
行
為
者
の
見
地
か
ら
の
行
為
の
分
析
と
い
う
公
準
が
、
行
為
の
準
拠
枠
の

　
　
最
も
基
本
的
な
形
態
に
と
っ
て
不
可
欠
で
は
な
い
と
し
た
主
張
に
い
た
り
、
そ
の
疑
問
は
一
層
深
い
も
の
と
な
る
。
行
為
の
準
拠
枠
が
、

　
　
行
為
老
の
役
割
期
待
の
う
ち
に
鰯
度
化
さ
れ
て
い
る
規
範
的
価
値
志
向
パ
タ
ー
ン
の
水
準
で
の
社
会
体
系
の
統
合
観
点
か
ら
論
述
さ
れ
る

　
　
と
き
、
行
為
老
に
よ
る
可
能
な
諸
行
為
の
う
ち
か
ら
の
選
択
は
、
「
比
喩
的
な
意
味
で
は
、
制
度
化
に
よ
っ
て
文
化
的
価
値
体
系
の
一
部

　
　
と
な
っ
た
価
値
志
向
が
…
…
行
う
の
で
あ
っ
て
、
行
為
者
が
行
う
の
で
は
な
い
」
こ
と
に
な
る
（
］
り
○
跨
．
ワ
刈
O
）
。
行
為
者
と
そ
の
見
地
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
考
慮
に
い
れ
な
い
よ
う
な
論
議
に
い
た
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
行
為
の
理
論
と
は
い
い
難
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
し
か
し
こ
の
よ
う
に
基
本
的
な
諸
点
で
問
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
理
論
は
、
現
代
社
会
学
の
重
要
な
分
析
枠
組
の
構
築

　
　
に
与
っ
た
主
要
な
人
び
と
の
著
作
に
対
す
る
独
自
な
再
考
察
を
通
じ
て
精
緻
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
論
に
は
、
社
会
学
説

　
　
史
の
主
要
系
譜
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
今
後
一
層
由
り
下
げ
検
討
す
る
に
値
す
る
基
本
的
な
内
容
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
再

　
　
検
討
の
さ
い
必
要
な
こ
と
は
、
一
般
的
な
準
拠
枠
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
行
為
理
論
と
し
て
の
適
切
な
パ
ー
ス
ペ
ク
チ
ヴ
を
改
め
て
明

　
　
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
の
構
成
の
中
心
的
諸
命
題
の
重
要
性
の
位
置
転
換
を
試
み
る
こ
と
に
よ
り
1
要
す
る
に
構
造
論

93

@
的
立
場
に
よ
る
「
秩
序
問
題
」
か
ら
、
「
行
為
問
題
」
へ
と
い
う
視
座
の
転
換
に
よ
り
ー
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
る
定
式
化
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
変

12　
　
　
　
　
　
行
為
理
論
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
三
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4
）

換
を
は
か
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

二
九
四

二

　
社
会
的
行
為
に
つ
い
て
の
パ
ー
ソ
ン
ズ
理
論
の
方
法
論
的
特
徴
は
、
社
会
的
行
為
の
経
験
的
諸
事
実
の
科
学
的
観
察
が
す
べ
て
、
そ
の

諸
事
実
に
つ
い
て
一
般
的
な
準
拠
枠
と
し
て
機
能
す
る
概
念
図
式
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
実
は
概
念
図
式
に

よ
る
経
験
的
に
検
証
可
能
な
言
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
解
釈
も
理
論
図
式
と
の
照
合
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
方
法
に
よ
る
社
会
学
的

な
行
為
の
基
本
的
概
念
図
式
は
、
先
ず
具
体
的
行
為
体
系
を
単
位
分
析
に
よ
り
「
単
位
行
為
」
に
分
割
し
、
そ
れ
の
要
素
分
析
に
よ
っ
て

え
ら
れ
る
諸
要
素
の
結
び
つ
き
に
よ
る
枠
組
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
析
要
素
と
し
て
最
小
限
、
論
理
的
に
識
別
さ
れ
る
の
は
、

「
行
為
老
」
、
「
目
的
」
（
㊦
＆
）
、
「
状
況
」
（
「
条
件
」
と
「
手
段
」
）
、
お
よ
び
臼
的
が
状
況
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
一
定
様
式
と
し
て
の
「
規

範
的
志
向
」
（
コ
O
「
轍
P
9
臨
く
①
　
O
『
一
①
鵠
け
O
鼠
O
⇒
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
要
素
の
あ
い
だ
に
は
、
そ
の
う
ち
の
あ
る
要
素
の
値
の
変
化
が
他
の
要

素
の
値
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
結
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
意
味
で
因
果
的
意
義
が
あ
る
。

　
こ
の
基
本
的
図
式
の
特
徴
は
、
諸
要
素
が
行
為
老
の
見
地
に
よ
る
主
観
的
関
連
性
を
も
つ
点
に
あ
る
。
こ
れ
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
り

行
為
の
概
念
図
式
は
、
先
ず
基
本
的
に
分
析
拠
点
と
し
て
の
行
為
者
（
能
動
的
作
用
因
）
を
中
軸
に
、
〈
目
的
志
向
性
〉
と
く
状
況
関
連

性
〉
と
の
あ
い
だ
の
緊
張
し
た
関
係
を
理
論
的
に
定
式
化
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
関
係
は
別
掲
図
の
よ
う
に
、
鋏
型
で
図
示
さ

　
　
　
　
（
5
）

れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
図
式
に
は
、
さ
ら
に
鼠
的
と
状
況
と
が
関
係
づ
け
ら
れ
る
一
定
様
式
と
し
て
の
規
範
的
志
向
が
内
在
的
に
含
意
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
「
規
範
的
」
と
は
、
行
為
者
の
見
地
に
よ
る
純
粋
に
自
律
的
な
目
的
論
的
（
け
⑦
一
8
一
。
σ
q
冨
剛
）
要
素
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
（
。
D
ω
》
■

7
畠
）
、
そ
の
な
か
に
は
観
察
者
の
見
地
か
ら
み
て
状
況
の
特
性
に
帰
属
可
能
な
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
規
範
的
行
為
パ
タ
ー
ン
の
な

か
に
、
行
為
者
の
制
御
を
越
え
て
1
法
や
規
則
、
慣
習
な
ど
の
な
か
に
具
体
化
さ
れ
て
1
社
会
的
に
定
め
ら
れ
た
拘
束
的
な
他
律
的
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「
命
令
」
（
5
』
q
ロ
9
δ
昌
）
が
あ
る
場
合
に
特
に
強
調
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
規
範
的
志
向
は
、
行
為
者
の
見
地
か
ら
み
て
自

律
性
と
他
律
性
と
の
座
標
軸
に
そ
い
分
化
す
る
関
係
に
あ
る
も
の
と
み
て
よ
い
。

　
こ
の
基
本
的
な
行
為
図
式
に
お
い
て
、
根
本
的
意
義
を
も
つ
の
は
規
範
的
志
向
で
あ
る
（
o
h
．
　
ω
ω
諺
●
　
唱
■
“
①
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
要
素
に

つ
い
て
の
理
解
が
予
め
必
要
で
あ
る
。
先
ず
「
志
向
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
後
に
図
式
は
こ
れ
を
分
析
の
第
一
次
焦
点
と
し
て
い
る
。
行

為
者
が
、
㈲
彼
自
身
の
目
的
や
関
心
と
の
関
係
に
お
い
て
、
㈲
行
為
に
付
与
す
る
意
味
に
よ
っ
て
行
為
が
導
か
れ
る
と
き
、
そ
の
行
為
は

志
向
を
も
つ
と
い
え
る
の
で
あ
り
（
日
O
鋭
㌘
心
）
、
行
為
と
は
、
こ
の
意
味
で
の
一
組
の
志
向
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
過
程
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
含
意
か
ら
み
て
も
、
行
為
者
の
主
観
的
関
連
性
は

（目的志向）

獅
　
　
　
図
式
中
に
葉
至
重
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
・
ζ
§
。

騰
　
働
行
為
の
士
心
向
に
は
二
つ
の
主
薯
ヘ
ク
ト
ル
が
あ
襲
の
㈹
の
側
面
で
は
行
為
の
動
機
づ
け
の
過

　
　
　
　
　
　
　
関
　
　
程
が
中
心
と
な
り
、
㈲
で
は
そ
れ
が
、
本
来
状
況
要
素
で
あ
る
文
化
的
に
構
造
化
さ
れ
分
有
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
況

　
　
　
　
　
　
　
駄
　
　
シ
ン
ボ
ル
体
系
に
媒
介
さ
れ
る
過
程
が
重
視
さ
れ
る
（
ω
ω
．
7
お
①
）
。
前
者
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
動
機
づ
け
の
力
は
、
究
極
的
に
は
行
為
老
の
有
機
体
と
し
て
の
生
理
過
程
や
心
の
な
か
の
動
き
に
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
行
為
理
論
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
内
的
現
実
過
程
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
為
者
の
志
向
体
系
に
係
わ
る
限
り
に
お
い
て
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
動
機
づ
け
過
程
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
の
欲
求
や
願
望
、
欲
望
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
欲
動
の
よ
う
な
作
動
要
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
、
実
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、
行
為
者
が
抱
く
様
々
な
表
象
の
機
能
的
あ
る
い
は
関
数
的
な
係
わ

　　

@　

p
鷲
解
簸
縫
難
縫
鏡
昭
ボ
欝
欝
繕
文
離
簾
鐸
麟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
、
カ
セ
ク
シ
ス
的
お
よ
び
評
価
的
（
あ
る
い
は
価
値
的
）
志
向
体
系
に
応
じ
な
が
ら
、
認
知
を
前

行
為
理
論
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
五
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（
6
）

提
と
し
た
規
範
的
価
値
に
よ
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

　
社
会
的
行
為
に
つ
い
て
の
パ
…
ソ
ン
ズ
の
考
え
の
大
き
な
変
化
は
、
行
為
の
志
向
性
の
主
要
側
両
の
う
ち
状
況
に
本
来
属
す
る
文
化
体

系
の
構
成
要
素
で
あ
る
規
範
的
な
価
値
志
向
が
、
動
機
づ
け
の
解
釈
の
う
え
に
極
め
て
有
効
な
意
義
を
も
つ
点
に
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に

よ
り
國
的
合
理
的
あ
る
い
は
価
値
合
理
的
と
よ
ぼ
れ
た
行
為
や
、
伝
統
的
、
お
よ
び
感
情
状
態
に
表
現
を
与
え
る
よ
う
な
行
為
も
、
す
べ

て
同
様
に
規
範
的
に
志
向
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
規
範
の
う
ち
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
価
値
志
向
が
、
そ
の
最
適
の
状
態
に

お
い
て
調
度
的
に
統
合
さ
れ
た
相
互
作
用
体
系
内
の
行
為
者
に
と
っ
て
共
通
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
理
論
的
に
仮
定
さ
れ
る
（
鉢

ω
ω
●
℃
・
卜
○
目
）
。

　
こ
の
基
本
原
理
に
お
い
て
規
範
的
価
値
は
、
文
化
、
す
な
わ
ち
一
般
化
さ
れ
た
シ
ン
ボ
ル
と
、
そ
の
意
味
か
ら
な
る
一
つ
の
体
系
の
溝

成
要
素
で
あ
る
が
、
文
化
自
体
は
、
そ
れ
が
行
為
老
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
内
面
化
さ
れ
行
為
体
系
の
一
成
分
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
の
一
般
性
の
高
い
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
動
機
づ
け
の
統
合
は
実
現
さ
れ
な
い
。
こ
の
レ
ベ
ル
で
文
化
は
、
意
味
の
分
有
体
系
と
し
て
人

び
と
の
一
様
で
な
い
諸
行
動
を
相
互
に
認
知
さ
せ
る
う
え
に
必
要
な
標
準
的
意
味
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
拠
し
て
相
互
に
認
知
を
可
能
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

す
る
共
有
的
な
枠
組
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
は
、
行
為
理
論
に
よ
り
理
解
さ
れ
る
秩
序
の
問
題
に
対
し
決
定
的
意
義
を
も
た
な
い
。

　
秩
序
と
は
一
般
に
、
「
行
動
の
規
則
性
を
含
ん
だ
現
象
の
集
合
性
」
を
意
味
し
て
い
る
。
社
会
的
行
為
の
理
論
で
問
題
と
な
る
秩
序
は
、

社
会
体
系
の
統
合
（
葺
①
α
q
聾
δ
箒
）
に
と
っ
て
特
に
中
枢
的
意
義
を
も
つ
規
範
的
価
値
志
向
体
系
に
、
そ
の
基
礎
が
求
め
ら
れ
る
（
ω
ω
鋭

署
ω
＆
為
）
、
す
な
わ
ち
行
為
理
論
に
お
い
て
秩
序
は
、
現
状
維
持
（
。
。
審
9
ω
ρ
員
。
）
と
は
区
鋼
さ
れ
、
社
会
的
統
合
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
現
状
維
持
が
、
そ
れ
の
実
現
を
目
的
と
し
た
社
会
的
行
為
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
存
在
し
え
な
い

よ
う
な
状
態
を
い
う
の
で
は
な
く
、
所
与
の
時
間
に
お
け
る
社
会
体
系
の
あ
る
特
定
の
形
態
の
持
続
を
指
す
場
合
に
強
調
で
き
る
こ
と
で

あ
る
。
社
会
的
統
合
は
諸
条
件
の
変
化
に
対
す
る
体
系
の
構
造
の
再
調
整
ま
た
は
再
適
応
に
よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
る
。
社
会
秩
序
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
意
味
で
一
方
に
お
け
る
規
範
的
価
値
統
合
と
他
方
に
お
け
る
社
会
的
「
調
整
」
（
8
。
a
管
蝕
。
ξ
を
必
要
と
し
て
い
る
。
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ミ

　
行
為
理
論
に
お
け
る
秩
序
の
こ
の
よ
う
な
規
定
に
即
し
て
い
え
ば
、
志
向
に
は
必
然
的
に
可
能
な
諸
行
為
の
う
ち
か
ら
の
選
択
が
と
も

な
う
こ
と
に
な
る
。
規
範
的
志
向
と
は
、
そ
の
よ
う
な
選
択
を
方
向
づ
け
る
諸
規
準
の
う
ち
、
と
く
に
規
範
的
性
格
を
も
つ
も
の
を
い

う
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
「
自
分
自
身
の
将
来
の
行
為
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
と
し
て
」
心
に
抱
い
て
い
る
行
為
パ
タ

ー
ン
に
よ
る
志
向
で
あ
る
。
こ
れ
は
行
為
老
の
見
地
か
ら
の
規
定
で
あ
っ
て
、
観
察
者
に
よ
る
倫
理
的
意
味
内
容
を
も
つ
も
の
で
は
な
い

（
ω
ω
》
．
で
。
お
）
。
ま
た
こ
の
パ
タ
ー
ン
に
は
、
㈲
選
択
の
規
準
と
し
て
の
望
ま
し
い
も
の
の
概
念
と
、
㈲
そ
の
よ
う
に
望
ま
し
い
も
の
と

し
て
行
為
者
に
受
け
と
ら
れ
る
対
象
あ
る
い
は
目
的
と
が
識
別
さ
れ
る
。
後
者
の
意
味
に
お
い
て
規
範
要
素
は
、
行
為
者
に
と
っ
て
自
律

的
な
目
的
論
的
要
素
と
な
る
。

　
し
か
し
規
範
要
素
に
は
同
時
に
、
望
ま
し
い
と
み
な
さ
れ
た
行
為
の
具
体
的
過
程
を
言
語
で
記
述
し
、
特
定
の
将
来
の
行
為
を
こ
の
過

程
に
し
た
が
わ
せ
る
た
め
の
命
令
と
結
び
つ
い
た
も
の
が
あ
る
。
行
為
者
の
心
の
な
か
に
そ
の
命
令
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
よ

う
な
規
範
が
創
発
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
限
り
こ
れ
は
主
観
的
意
味
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
解
釈
が

可
能
と
し
て
も
、
規
範
要
素
の
な
か
に
は
行
為
者
の
制
御
を
越
え
て
定
め
ら
れ
、
何
ら
か
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
と
も
な
っ
て
規
制
さ
れ
る

よ
う
な
他
律
的
命
令
が
あ
る
。
そ
れ
は
行
為
者
の
心
の
な
か
に
あ
る
内
的
要
素
と
し
て
は
主
観
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
観
察
者
に
は
そ
れ

が
自
由
選
択
の
対
象
と
は
い
え
な
い
な
ら
ぽ
、
そ
の
限
り
同
要
素
は
「
状
況
」
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
定
の
条
件
に
よ
っ
て
限
定

さ
れ
て
い
る
。
パ
…
ソ
ソ
ズ
も
後
に
構
造
一
機
能
分
析
に
よ
る
構
造
論
的
理
論
体
系
を
定
式
化
す
る
段
階
で
規
範
的
志
向
が
文
化
体
系
に

媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
れ
が
制
度
化
と
内
面
化
に
よ
り
行
為
者
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
お
け
る
主
観
的
要
素
と
な
る
経
過

を
重
視
し
て
い
る
。

　
規
範
要
素
は
、
こ
の
よ
う
に
行
為
者
に
と
っ
て
の
自
律
性
と
他
律
性
と
の
座
標
軸
に
そ
っ
て
分
化
す
る
も
の
と
い
え
る
。
規
範
的
志
向

　
　
　
　
行
為
理
論
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
七
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も
主
観
的
見
地
か
ら
解
釈
さ
れ
る
か
客
観
的
見
地
か
ら
解
釈
さ
れ
る
か
に
よ
り
意
味
に
変
化
が
生
じ
る
が
、
行
為
理
論
で
専
ら
基
本
的
と

な
る
の
は
前
者
で
あ
る
。
こ
の
た
め
行
為
は
つ
ね
に
時
間
の
過
程
の
な
か
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
時
間
の
実
習
が
行
為
図
式
に
と
っ
て
必

須
と
な
る
。
規
範
的
U
目
的
的
要
素
に
は
す
で
に
、
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
が
行
為
に
よ
っ
て
存
在
に
い
た
ら
し
め
ら
れ
る
状
態
と
の
照

合
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
目
的
に
対
す
る
行
為
者
の
手
段
選
択
に
か
ん
し
て
、
目
的
－
手
段
関
係
が
行
為
図
式
に
と
っ

て
基
本
的
と
な
る
。
こ
れ
は
騒
的
と
手
段
の
双
方
に
か
ん
し
て
行
為
者
に
は
、
行
為
の
規
範
的
志
向
の
観
念
と
連
動
し
て
い
る
あ
る
幅
の

選
択
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
は
、
誤
り
の
可
能
性
、
つ
ま
り
目
的
の
達
成
あ
る
い
は
「
正

し
い
」
手
段
選
択
の
し
損
い
の
可
能
性
が
含
意
さ
れ
て
い
る
（
ω
ω
》
．
　
悔
’
　
轟
①
）
。
行
為
の
基
本
的
図
式
と
は
、
こ
の
よ
う
に
行
為
者
の
見
地

に
よ
る
規
範
要
素
を
基
本
と
し
て
、
目
的
志
向
が
状
況
の
特
に
条
件
の
要
素
と
相
互
に
依
存
し
合
う
関
連
性
を
定
式
化
す
る
図
式
で
あ
る
。

　
こ
の
行
為
の
思
考
図
式
は
、
一
九
世
紀
以
来
社
会
科
学
の
進
歩
の
な
か
で
歴
史
的
に
発
展
し
て
き
た
「
理
想
主
義
」
と
「
実
証
主
義
」

の
限
界
を
克
服
す
る
も
の
で
あ
り
、
何
れ
と
も
根
本
的
に
異
な
る
一
つ
の
総
合
体
系
と
し
て
提
起
さ
れ
た
。
先
ず
行
為
の
非
規
範
要
素
に

思
考
を
限
定
す
る
実
証
主
義
的
理
論
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
行
為
者
が
科
学
的
に
妥
当
な
経
験
的
知
識
を
、
明
示
的
に
か
暗
黙
裡
に

彼
の
状
況
に
対
す
る
唯
一
の
理
論
的
に
有
意
味
な
主
観
的
志
向
の
様
式
に
し
て
い
る
と
い
う
形
で
行
為
者
を
把
握
す
る
よ
う
な
理
論
を
い

う
（
ω
ω
》
．
℃
．
『
⑩
）
。
そ
れ
の
一
方
面
極
に
は
功
利
主
義
理
論
が
、
ま
た
他
方
の
極
に
は
二
種
の
極
端
な
実
証
主
義
理
論
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ

ら
の
理
論
で
は
「
目
的
の
選
択
に
お
け
る
行
為
者
の
能
動
的
な
作
用
因
が
行
為
の
一
独
立
要
素
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
〔
そ
う
で
あ
れ
ば
〕

頃
的
要
素
は
ラ
ン
ダ
ム
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
し
、
あ
る
い
は
逆
に
目
的
要
素
の
ラ
ン
ダ
ム
性
の
ほ
う
が
拒
否
さ
れ
る
と
、
今
度
は
目
的

の
独
立
性
が
消
失
し
て
、
そ
れ
が
状
況
の
条
件
に
融
合
さ
れ
て
し
ま
う
一
す
な
わ
ち
生
物
学
的
理
論
の
分
析
的
意
味
で
の
、
主
と
し
て

遺
伝
と
環
境
と
い
う
非
主
観
的
範
疇
で
分
析
可
能
な
よ
う
な
諸
要
素
に
融
合
さ
れ
て
し
ま
う
」
（
7
賃
）
。
特
に
功
利
主
義
の
体
系
で
は
、

行
為
者
の
積
極
的
な
役
割
が
自
己
の
状
況
理
解
と
、
そ
の
将
来
の
予
想
に
限
定
さ
れ
、
目
的
、
手
段
関
係
や
行
為
老
の
知
識
に
関
係
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
目
的
が
所
与
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、
体
系
の
レ
ベ
ル
で
は
ラ
ン
ダ
ム
性
を
帰
結
し
て
い
る
。
極
端
な
実
証
主
義
で



は
、
こ
の
ラ
ン
ダ
ム
性
の
回
避
、
つ
ま
り
行
為
の
規
制
が
「
条
件
」
に
よ
る
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　
実
証
主
義
的
な
行
為
の
理
論
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
行
為
者
の
志
向
す
る
状
況
を
構
成
し
て
い
る
諸
要
素
聞
に
内
在
的
な
因
果
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
、
行
為
者
の
目
的
達
成
が
こ
の
状
況
内
の
因
果
関
係
を
ど
れ
ほ
ど
考
慮
に
入
れ
て
い
る
か
に
よ
る
と
考
え
る
点

に
あ
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
理
想
主
義
の
場
合
は
、
行
為
者
が
志
向
し
て
い
る
理
念
の
諸
要
素
の
諸
側
面
の
あ
い
だ
の
関
係
、
つ
ま
り

意
味
連
関
を
発
見
し
よ
う
と
努
め
、
し
た
が
っ
て
具
体
的
諸
事
象
の
う
ち
の
因
果
説
明
で
は
な
く
、
意
味
解
釈
に
専
念
す
る
と
い
う
特
微

が
あ
る
。
理
想
主
義
的
思
考
に
と
っ
て
社
会
現
象
の
秩
序
と
体
系
と
は
、
因
果
的
秩
序
で
は
な
く
意
味
秩
序
で
あ
る
（
ω
ω
》
陰
ワ
幽
。
。
①
）
。

問
題
は
、
こ
の
行
為
理
論
に
「
因
果
関
係
を
意
味
体
系
に
吸
収
し
よ
う
と
す
る
頑
固
さ
」
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
行
為
は
規
範
要
素
あ
る

い
は
理
念
の
単
な
る
「
流
出
」
（
O
ヨ
聾
峯
9
什
一
〇
昌
）
あ
る
い
は
「
自
己
表
現
」
の
過
程
と
考
え
ら
れ
る
（
サ
。
。
卜
。
）
。
こ
の
観
点
で
一
定
の
時
間

的
空
間
的
状
況
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
現
象
が
行
為
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
象
徴
的
な
「
蓑
出
様
式
」
あ
る
い
は

「
意
味
」
の
具
体
化
と
し
て
の
み
で
あ
り
、
行
為
を
条
件
づ
け
る
と
こ
ろ
の
、
実
証
主
義
的
思
考
で
は
専
ら
基
本
と
な
る
非
規
範
要
素
は

認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
ワ
。
。
卜
。
）
。

　
こ
の
よ
う
な
批
判
を
通
じ
て
構
成
さ
れ
る
行
為
の
理
論
は
、
「
条
件
要
素
お
よ
び
そ
の
他
の
非
規
範
要
素
の
重
要
な
役
割
を
拒
否
せ
ず

に
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
を
規
範
要
素
と
相
互
に
依
存
し
合
う
も
の
と
考
え
る
」
主
意
主
義
的
（
〈
o
ご
昇
帥
ユ
。
。
瓢
。
）
な
性
質
の
理
論
で
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
（
ω
ω
｝
や
。
。
・
。
）
．
こ
の
考
え
は
、
行
為
の
一
般
理
論
に
か
ん
す
る
基
本
原
理
が
後
に
再
考
察
さ
れ
、
要
素
水
準
に
ま
で
分
析
が

お
し
進
め
ら
れ
る
な
か
で
さ
ら
に
一
般
化
さ
れ
た
と
い
え
る
。

四

　
　
　
行
為
理
論
に
よ
る
社
会
的
行
為
の
体
系
分
析
は
、
社
会
体
系
の
理
論
の
な
か
で
行
為
者
の
主
観
的
見
地
に
よ
る
規
範
的
1
1
目
的
論
愚
書

珊
素
を
重
視
し
、
そ
れ
を
実
証
主
義
的
行
為
図
式
の
な
か
に
導
入
す
る
点
に
主
要
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
分
析
が
行
為
論
的
立
場
に
よ
る
と

1　
　
　
　
　
　
行
為
理
論
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
九
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い
え
る
た
め
に
は
、
理
論
の
体
系
化
に
お
い
て
動
機
問
題
が
中
心
と
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
理
論
の
問
題
は
、
こ
の
中

心
的
な
論
点
が
殆
ど
無
視
さ
れ
る
ほ
ど
に
規
範
的
価
値
志
向
の
論
議
が
基
本
的
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
行
為
図

式
の
な
か
で
目
的
志
向
に
つ
い
て
系
統
だ
っ
た
論
述
が
余
り
行
わ
れ
て
い
な
い
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
行
為
の
準
拠
枠
の
記
述
に
お
い
て
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
動
機
に
つ
い
て
余
り
論
及
は
し
て
い
な
い
が
、
動
機
の
理
論
が
行
為
分
析
に
と
り
基

本
的
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
そ
こ
で
先
ず
留
意
さ
れ
る
の
は
、
シ
ュ
ッ
ツ
が
動
機
に
「
目
的
の
動
機
」
と
「
理
由
の
動
機
」
と
い

う
区
別
す
べ
き
二
つ
の
異
っ
た
馬
首
が
あ
る
と
し
た
考
え
を
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
悶
題
と
し
た
さ
い
、
前
者
が
自
己
の
行
為
図
式
で
「
目
的
」

と
い
う
こ
と
で
意
味
し
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
価
値
と
重
な
る
概
念
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
動
機
の
意
義
が
付
与
さ
れ
る

の
は
、
そ
れ
の
な
か
で
行
為
者
の
意
識
に
属
す
る
領
域
に
お
い
て
欲
求
さ
れ
、
行
為
者
の
働
き
が
な
け
れ
ぽ
発
現
し
な
い
要
素
で
あ
る
こ

と
に
彼
は
注
意
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
理
由
の
動
機
」
は
、
W
・
王
・
ト
ー
マ
ス
の
い
う
「
状
況
の
定
義
」
の
一
部
を
な
し
目
的
の
動
機

を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
は
動
機
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
。
そ
う
し
て
行
為
理
論
は
行
為
者
の
主
観
的
見
地
な
し
に
は
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

が
な
く
な
る
と
し
て
「
目
的
」
要
素
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
要
素
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
少
く
と
も
三
つ
の
レ
ベ
ル
に
よ
る
検

討
が
わ
れ
わ
れ
に
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
は
、
行
為
理
論
が
後
に
行
動
科
学
の
脈
絡
で
「
生
き
て
い
る
有
機
体
の
行
為
を
分
析
す
る
た
め
の
一
つ
の
概
念
図
式
」
と
し
て
定

式
化
さ
れ
た
と
き
、
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
行
為
体
系
が
よ
り
上
位
の
生
体
系
（
豊
玉
『
q
。
。
誘
8
ヨ
）
に
従
属
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た

段
階
で
、
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
「
霊
的
」
の
重
要
な
一
つ
の
含
意
で
あ
る
。
そ
れ
は
有
機
体
的
生
命
の
特
質
と
し
て
の
テ
レ
オ
ノ
ミ
ー

（
8
8
g
o
ヨ
璽
）
概
念
の
う
ち
に
あ
り
、
「
欲
求
」
（
9
＆
）
の
脈
絡
で
考
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
適
応
の
過
程
に
お
い
て
、
有
機
体
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

環
境
と
の
関
係
の
諸
側
面
に
起
っ
て
く
る
機
能
的
問
題
に
係
っ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
目
的
は
欲
求
と
同
義
語
さ
れ
て
経
済
学
の
伝
統
と
功
利
主
義
の
思
考
枠
の
な
か
で
概
念
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同

時
に
そ
れ
は
共
通
な
価
値
実
現
（
奉
ご
。
．
器
巴
圃
鑓
銘
。
訂
）
の
脈
絡
の
な
か
で
重
視
さ
れ
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
主
意
主
義
的
行
為
理
論
の
定
式



　
　
化
に
当
り
、
功
利
主
義
的
行
為
理
論
を
基
本
準
拠
と
し
て
匿
的
－
手
段
図
式
を
中
核
に
据
え
た
の
で
あ
る
が
、
功
利
主
義
の
デ
ィ
レ
ン
マ

　
　
（
す
な
わ
ち
「
目
的
の
ラ
ン
ダ
ム
性
」
）
の
克
服
の
た
め
に
、
同
図
式
の
な
か
に
究
極
的
（
煽
三
ヨ
鉾
・
）
価
値
体
系
を
導
入
し
た
。
こ
の
こ
と

　
　
に
よ
り
、
行
為
は
「
直
接
の
臼
的
」
に
方
向
づ
け
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
「
集
合
体
の
効
用
」
の
一
部
で
も
あ
る
よ
う
な
究
極
的

　
　
価
値
の
あ
る
統
合
さ
れ
た
体
系
内
で
の
複
数
の
異
な
っ
た
選
択
的
目
標
に
も
方
向
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
さ
ら

　
　
に
こ
の
究
極
的
価
値
態
度
に
含
ま
れ
る
規
範
的
側
面
を
重
視
し
、
「
共
通
目
的
し
の
よ
う
な
全
体
論
的
概
念
を
導
入
し
て
個
体
論
的
な
「
原

　
　
子
論
し
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
。

　
　
　
こ
の
主
張
に
お
い
て
「
価
値
」
は
、
「
種
々
の
望
ま
し
い
も
の
に
対
す
る
人
び
と
の
願
望
の
強
さ
に
標
準
的
序
列
を
与
え
る
何
ら
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
慣
例
的
な
あ
ら
ゆ
る
規
準
」
の
意
味
に
解
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
定
義
に
よ
り
価
値
の
含
意
に
、
可
能
な
諸
行
為
の
う
ち
か
ら
の

　
　
選
択
の
規
範
的
な
規
準
と
し
て
の
、
望
ま
し
い
も
の
（
汁
ぴ
Φ
　
　
飢
⑦
6
0
一
巴
9
げ
岡
①
）
の
概
念
と
、
こ
の
よ
う
に
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
行
為
者
に
受

　
　
け
と
ら
れ
る
対
象
あ
る
い
は
目
的
と
が
識
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
何
れ
の
場
合
も
価
値
は
、
そ
れ
が
理
念
的
な
も
の
で
あ
れ
通
念
的
な

　
　
も
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
幻
想
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
諸
個
人
に
よ
り
社
会
的
に
獲
得
さ
れ
る
文
化
的
な
準
拠
と
不
可
分
的
な

　
　
要
素
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
第
三
に
問
題
と
な
る
の
は
、
「
目
的
」
す
な
わ
ち
「
行
為
者
に
よ
っ
て
望
ま
し
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
あ
る
行
為

　
　
が
そ
れ
へ
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
事
象
の
未
来
状
態
」
（
ω
ω
》
・
勺
．
蕊
）
の
な
か
に
含
ま
れ
る
基
本
的
諸
要
素
の
区
別
で
あ
る
。
す
な

　
　
わ
ち
、
㈹
単
な
る
未
来
状
態
に
つ
い
て
の
予
想
、
㈲
そ
れ
の
達
成
、
実
現
、
成
就
に
向
か
い
行
為
が
方
向
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
未
来

　
　
の
予
期
（
O
昌
秘
記
O
戸
℃
£
9
け
一
〇
コ
）
状
態
、
お
よ
び
㈲
こ
の
予
期
状
態
が
行
為
者
に
よ
り
特
定
さ
れ
、
行
為
者
の
状
況
へ
の
能
動
的
な
働
き
か
け
i

　
　
手
段
の
選
択
あ
る
い
は
広
く
状
況
の
判
断
i
に
よ
り
志
向
さ
れ
る
目
標
（
σ
Q
o
巴
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
要
素
の
う
ち
動
機
づ

　
　
け
の
意
義
が
付
与
さ
れ
る
の
は
㈲
と
㈲
で
あ
り
、
㈲
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
㈲
に
は
、
単
に
「
発
展
を
待
ち
受
け
」
て

　
　
積
極
的
に
「
何
か
を
し
ょ
う
と
」
試
み
な
い
も
の
、
要
す
る
に
行
為
者
の
行
為
に
よ
る
達
成
へ
の
働
き
か
け
の
介
在
を
欠
く
も
の
が
あ
る

蹴
1　

　
　
　
　
　
行
為
理
論
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
｝
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二

か
ら
で
あ
る
（
o
h
．
ω
ω
。
娼
．
o
o
）
。
そ
れ
に
は
状
況
関
連
的
に
課
せ
ら
れ
た
如
何
な
る
制
約
に
も
妨
げ
ら
れ
な
い
空
想
や
幻
想
に
属
す
る
状
態

も
考
え
ら
れ
る
。
㈲
に
は
、
行
為
の
準
拠
枠
に
関
連
す
る
限
り
で
の
全
体
と
し
て
予
期
さ
れ
る
未
来
状
態
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
状
態

が
特
定
さ
れ
て
目
指
さ
れ
た
目
標
の
達
成
の
失
敗
に
も
拘
ら
ず
、
当
初
の
目
的
が
挫
折
し
た
願
望
の
投
射
と
し
て
そ
の
ま
ま
、
あ
る
い
は

変
装
さ
れ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
場
合
も
含
ま
れ
る
。

　
こ
の
区
別
を
行
為
老
の
体
験
レ
ベ
ル
で
行
為
を
企
図
さ
れ
た
行
動
（
8
コ
含
9
）
と
規
定
す
る
シ
ュ
ッ
ツ
の
考
え
に
重
ね
て
、
㈲
と
㈲
に

該
当
す
る
要
素
を
識
別
す
れ
ば
、
企
図
（
箕
。
』
。
g
）
と
、
そ
の
企
図
を
実
現
す
べ
く
一
つ
の
目
標
（
陰
愚
。
。
。
①
）
へ
と
変
換
さ
せ
る
意
図
と

に
そ
れ
ぞ
れ
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
ッ
ツ
は
、
こ
の
変
換
に
は
同
時
に
未
来
状
態
を
能
動
的
に
ひ
き
起
こ
す
内
的
命
令
（
h
凶
暮
）
、
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

り
意
志
が
と
も
な
う
こ
と
に
留
意
し
て
い
る
が
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
も
「
規
範
的
」
と
い
う
彼
の
概
念
の
な
か
に
、
目
的
論
的
パ
タ
ー
ン
に
向

か
い
能
動
的
に
行
為
を
方
向
づ
け
よ
う
と
す
る
行
為
者
の
側
の
努
力
を
含
ま
ぜ
、
そ
の
う
ち
の
意
志
の
能
動
的
要
素
を
重
視
し
て
い
る
。

主
意
主
義
的
な
行
為
図
式
に
お
い
て
、
こ
の
意
志
要
素
、
つ
ま
り
規
範
的
要
素
は
中
心
的
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
同
時
に
目
的
志
向
に

お
い
て
、
未
来
の
予
期
状
態
の
う
ち
行
為
体
系
を
全
体
的
に
統
合
す
る
究
極
的
目
的
が
決
定
的
な
役
割
を
荷
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
後
に
行
為
者
－
状
況
図
式
に
お
い
て
、
同
じ
「
未
来
の
予
期
状
態
」
が
行
為
者
の
受
動
的
関
心
し
か
向
け
ら
れ
な
い
も
の
に
限
ら

れ
た
変
化
を
考
慮
し
て
指
摘
さ
れ
る
主
意
主
義
的
行
為
図
式
の
重
要
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

五

　
「
目
的
」
に
つ
い
て
の
右
の
よ
う
な
三
つ
の
観
点
か
ら
の
検
討
に
も
と
づ
い
て
、
行
為
体
系
の
目
的
志
向
次
元
で
理
論
的
に
仮
定
さ
れ

る
「
秩
序
」
の
条
件
は
、
主
に
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
理
解
さ
れ
る
。
第
一
は
、
目
標
達
成
と
の
関
連
で
行
為
が
行
わ
れ
る
さ
い
の
考
察
を
定

式
化
す
る
な
か
で
重
視
さ
れ
る
秩
序
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
欲
求
充
足
の
最
適
化
」
（
。
呂
邑
N
＝
。
叶
ご
昌
o
h
鵯
註
｛
一
。
昌
8
）
の
見
地
か
ら
動
機
づ

け
ら
れ
る
行
為
が
、
役
割
期
待
の
う
ち
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
規
範
的
価
値
志
向
の
パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
制
度
化
的
に
統
合
さ
れ
る
過
程



　
　
の
な
か
に
実
現
可
能
で
あ
る
（
o
o
ψ
ω
①
3
。
こ
の
よ
う
な
目
標
志
向
に
お
け
る
秩
序
は
、
欲
求
充
足
機
会
の
利
用
可
能
性
や
そ
の
可
能
性

　
　
に
対
す
る
規
範
的
規
調
等
を
め
ぐ
る
行
為
の
道
具
的
（
一
〇
〇
〇
σ
吋
口
d
P
①
口
什
⇔
一
）
関
心
に
主
と
し
て
依
存
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
れ
と
は
対
照
的
に
第
二
は
、
行
為
経
過
が
こ
れ
に
方
向
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
「
目
的
」
へ
の
規
範
的
志
向
が
重
視
さ
れ
、
目
的

　
　
や
目
標
が
究
極
的
価
値
体
系
の
統
合
部
分
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
秩
序
で
あ
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
る
主
意
主
義

　
　
的
行
為
図
式
は
、
こ
の
第
二
の
観
点
か
ら
、
社
会
的
行
為
が
究
極
的
価
値
体
系
か
ら
切
り
離
し
て
は
理
解
で
き
な
い
と
い
う
基
本
命
題
を

　
　
定
式
化
し
て
い
る
点
に
顕
著
な
特
徴
が
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
道
徳
論
の
考
察
か
ら
主
に
導
き
出
さ
れ
た
こ
の
命
題
に
お
い
て
、
究
極

　
　
的
価
値
は
行
為
者
の
主
観
に
お
い
て
目
的
i
手
段
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
れ
自
体
が
自
己
充
足
さ
れ
る
だ
け
の
正
統
な
理
由
を
も
ち
、

　
　
善
な
る
も
の
自
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
義
務
的
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
行
為
が
そ
れ
に
方
向
づ
け

　
　
ら
れ
る
観
念
的
な
、
「
ど
う
に
も
説
明
し
尽
く
せ
な
い
…
…
行
為
の
把
握
そ
れ
自
体
に
内
在
的
な
も
の
」
で
あ
る
（
ω
Q
Q
＞
．
　
O
●
　
ω
O
目
）
。

　
　
　
し
か
し
社
会
学
的
に
は
、
そ
れ
は
形
而
上
学
的
平
面
で
は
な
く
、
行
為
の
あ
る
個
別
的
体
系
の
構
造
と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
さ
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
の
個
別
的
体
系
は
、
あ
る
具
体
的
行
為
を
行
う
行
為
者
の
行
為
の
方
向
づ
け
を
統
合
化
し
、
あ
る
い
は
秩
序
づ
け

　
　
て
い
る
主
観
的
体
系
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
行
為
者
が
集
合
体
の
成
員
と
し
て
他
の
諸
成
員
と
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
論
的

　
　
に
仮
定
さ
れ
る
。
そ
の
共
有
性
は
規
範
的
価
値
を
前
提
と
し
、
行
為
者
が
相
互
的
な
行
為
に
お
い
て
規
範
的
態
度
を
互
い
に
補
強
し
合
う

　
　
過
程
の
な
か
で
強
め
ら
れ
る
。
こ
の
過
程
で
成
員
の
あ
い
だ
の
く
生
〉
が
共
同
的
と
な
る
と
き
に
、
規
範
的
に
「
完
全
な
統
合
」
状
態
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
実
現
さ
れ
る
。
こ
れ
の
対
極
的
な
状
態
は
「
完
全
な
ア
ノ
ミ
…
」
で
あ
る
。

　
　
　
主
意
主
義
的
行
為
理
論
は
、
実
証
主
義
的
な
行
為
図
式
の
な
か
に
、
こ
の
よ
う
な
究
極
的
価
値
体
系
を
導
入
す
る
点
に
重
要
な
一
つ
の

　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
特
徴
が
あ
る
。
同
理
論
で
は
同
体
系
の
規
範
的
－
目
的
論
的
パ
タ
…
ソ
に
行
為
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
者
の
努
力
、
さ
ら
に
意
志
の

　
　
要
素
が
行
為
体
系
に
対
し
て
も
つ
統
合
の
機
能
に
決
定
的
な
重
要
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
こ
の
点
に
「
功
利
主
義
の

鵬
デ
，
レ
ン
こ
を
克
服
す
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
功
利
主
義
体
系
に
は
、
ω
概
念
上
孤
モ
董
位
行
為
の
属
性
を
先
ず

1　
　
　
　
　
　
行
為
理
論
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
三
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三
〇
四

考
え
て
、
そ
れ
ら
の
も
の
か
ら
「
直
接
的
」
一
般
化
の
過
程
に
よ
っ
て
専
ら
行
為
体
系
の
属
性
を
推
論
し
て
い
く
「
原
子
論
」
の
強
い
傾
向
、

②
単
位
行
為
に
お
け
る
規
範
要
素
と
し
て
の
目
的
－
手
段
関
係
、
と
く
に
「
効
率
の
合
理
的
規
範
」
と
よ
び
う
る
特
殊
な
「
合
理
性
」
の

形
式
の
強
調
、
③
行
為
者
は
、
そ
の
状
況
の
諸
環
境
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
科
学
的
に
健
全
な
知
識
に
よ
っ
て
導

か
れ
る
も
の
と
考
え
る
「
経
験
主
義
」
、
お
よ
び
ω
目
的
一
手
段
関
係
に
論
述
を
限
定
す
る
た
め
に
目
的
相
互
の
関
係
、
と
く
に
究
極
の

目
的
や
価
値
に
つ
い
て
何
ら
言
及
し
な
い
ゆ
え
の
「
目
的
の
ラ
ン
ダ
ム
性
」
と
い
え
る
特
製
が
あ
る
（
ω
ω
》
・
℃
℃
。
α
H
一
㊤
）
。
功
利
主
義
体

系
に
お
い
て
、
行
為
は
要
す
る
に
行
為
者
の
状
況
理
解
や
そ
れ
の
将
来
の
予
想
に
限
定
さ
れ
、
目
的
i
手
段
関
係
や
行
為
者
の
知
識
と
関

係
す
る
諸
目
的
は
所
与
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
。

　
自
然
状
態
に
つ
い
て
の
ホ
ッ
ブ
ス
の
社
会
理
論
の
体
系
は
、
パ
…
ソ
ソ
ズ
に
よ
れ
ば
、
功
利
主
義
の
特
微
を
も
つ
殆
ど
純
粋
な
ケ
ー
ス

で
あ
る
。
そ
れ
は
行
為
の
基
礎
を
情
念
に
求
め
、
欲
望
に
よ
リ
ラ
ン
ダ
ム
に
決
定
さ
れ
る
目
的
一
手
段
の
選
択
に
の
み
関
わ
る
理
性
、
善

悪
の
共
通
の
規
則
の
非
存
在
等
を
仮
定
し
て
い
る
が
、
資
源
の
稀
少
性
が
前
提
と
な
る
限
り
、
ラ
ン
ダ
ム
な
目
的
の
追
求
か
ら
互
い
は
衝

突
し
合
い
、
こ
の
状
況
に
お
い
て
「
力
と
詐
術
」
が
秩
序
化
の
た
め
の
有
効
な
手
段
と
し
て
要
講
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
対
し
て

ロ
ッ
ク
の
場
合
の
自
然
状
態
で
は
、
厨
的
追
求
の
さ
い
相
互
に
他
老
の
自
然
権
を
尊
重
す
る
と
い
う
規
則
に
従
う
こ
と
や
、
直
接
的
に
利

害
関
心
を
制
限
し
合
う
こ
と
が
、
す
べ
て
の
人
間
の
目
的
達
成
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
こ
と
を
各
入
が
理
性
的
に
認
識
し
て
い
る
。
パ
ー

ソ
ン
ズ
は
、
こ
の
考
え
の
う
ち
に
功
利
主
義
図
式
に
遠
離
で
な
い
規
則
と
い
う
規
範
要
素
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
た
が
、
各

人
の
利
害
関
心
が
究
極
的
に
矛
盾
し
合
う
も
の
で
あ
る
限
り
、
「
利
害
関
心
の
自
然
的
一
致
」
も
「
ホ
ッ
ブ
ス
問
題
」
を
回
避
は
し
え
て

も
、
そ
れ
自
体
「
形
而
上
学
的
前
提
」
の
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
古
典
経
済
学
に
お
い
て
「
秩
序
問
題
」
に
か
ん
し
目
的
追
求
に
お

け
る
二
種
の
手
段
、
す
な
わ
ち
権
力
や
詐
術
に
よ
る
暴
力
的
な
様
式
と
、
共
同
圏
的
の
も
と
で
の
協
力
と
サ
ー
ヴ
ィ
ス
や
財
の
交
換
と
い

う
平
和
な
様
式
の
う
ち
、
後
者
が
特
に
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
前
者
の
問
題
が
理
論
的
に
解
決
さ
れ
て
い
る
と
前
提
す
る
こ
と
が
で

き
れ
ぽ
、
後
者
の
現
象
に
理
論
的
関
心
を
向
け
る
こ
と
は
確
か
に
可
能
で
あ
る
（
ω
G
。
〉
ら
や
。
。
O
占
8
）
。



　
　
　
こ
の
見
方
を
す
る
と
き
社
会
学
は
、
経
済
学
が
前
提
と
し
て
き
た
こ
の
よ
う
な
「
秩
序
問
題
」
の
解
決
を
何
よ
り
も
課
題
と
す
る
科
学

　
　
で
あ
る
。
こ
の
課
題
の
も
と
に
社
会
学
は
、
「
社
会
的
行
為
体
系
が
、
共
通
価
値
統
合
と
い
う
特
性
の
見
地
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
限
り
に
お
い
て
、
同
体
系
の
分
析
的
理
論
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
科
学
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
（
ω
ω
》
も
◎
♂
。
。
）
。
社
会
学
に
つ

　
　
い
て
の
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
基
本
的
な
問
題
意
識
は
、
こ
の
よ
う
な
「
秩
序
問
題
」
に
発
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
定
義
の
な
か

　
　
に
導
入
さ
れ
た
鍵
概
念
と
し
て
の
規
範
的
価
値
は
、
先
述
の
よ
う
に
行
為
者
に
と
っ
て
目
的
論
的
要
素
で
あ
り
、
あ
る
い
は
行
為
の
可
能

　
　
な
諸
目
的
の
統
合
要
素
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
行
為
老
の
制
御
の
も
と
に
あ
る
手
段
の
選
択
要
素
で
も
あ
る
。
要
す
る
に
、
行
為
の
目
的

　
　
は
行
為
者
に
よ
っ
て
ラ
ン
ダ
ム
に
決
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
専
ら
一
つ
の
体
系
の
な
か
で
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
体
系
の
中
心

　
　
が
究
極
的
価
値
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
体
系
は
、
行
為
者
の
生
活
過
程
の
特
定
の
限
ら
れ
た
状
況
の
み
に
意
義
が
あ
る
の
で
は
な

　
　
い
。
そ
れ
に
は
行
為
老
の
未
来
志
向
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
行
為
の
概
念
図
式
に
お
い
て
「
図
的
」
は
、
こ
の
よ
う
に
「
規
範
的
価
値
」
と
重
な
る
概
念
で
あ
る
が
、
同
図
式
の
な
か
に
目
的
志
岡

　
　
的
に
統
合
さ
れ
た
行
為
体
系
が
導
入
さ
れ
、
い
わ
ぽ
織
ら
れ
た
織
布
と
し
て
の
同
体
系
が
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
る
と
き
、
「
目
的
」
は
、
一
方

　
　
で
は
究
極
的
な
目
的
と
、
他
方
で
は
そ
の
目
的
に
専
ら
手
段
と
し
て
の
意
味
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
諸
目
的
の
系
列
の
う
ち
の
「
直
接
の
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
的
」
と
の
あ
い
だ
の
連
続
体
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
行
為
者
が
状
況
要
素
中
に
能
動
的
に
制
御
で

　
　
き
る
手
段
が
心
の
な
か
で
同
時
で
あ
る
よ
う
な
目
的
は
「
目
標
」
で
あ
る
。
社
会
的
行
為
の
理
論
化
の
焦
点
が
、
の
ち
に
社
会
体
系
を
分

　
　
析
す
る
た
め
の
概
念
図
式
と
の
関
連
に
移
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
行
為
の
準
拠
枠
の
な
か
で
目
的
は
主
と
し
て
目
標

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
志
向
の
水
準
で
説
明
さ
れ
、
一
層
要
素
的
に
深
い
分
析
が
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
行
為
分
析
の
第
一
次
焦
点
で
あ
る
志
向
の
「
動
機
づ

　
　
け
」
の
過
程
と
「
価
値
実
現
」
の
過
程
と
い
う
基
本
的
な
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
の
う
ち
、
前
立
で
は
醤
標
達
成
と
の
関
連
で
行
わ
れ
る
考
察

　
　
が
定
式
化
さ
れ
、
合
理
化
の
公
準
が
行
為
過
程
の
固
有
の
方
向
性
（
象
器
9
＆
9
。
・
。
。
）
と
し
て
理
論
的
仮
定
上
、
決
定
的
な
重
要
性
を
も
つ

05

@
と
考
え
ら
れ
た
。
目
標
達
成
を
め
ざ
す
行
為
に
は
、
行
為
者
が
予
測
し
え
な
い
不
慮
の
事
態
に
対
し
サ
イ
バ
ネ
テ
ク
ス
的
処
理
方
式
を
と

13　
　
　
　
　
行
為
理
論
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
五
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折
口
爵
ず
研
究
　
　
第
｝
五
｝
二
一
血
∴
1
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
論
出

る
こ
と
に
よ
り
偶
然
的
結
果
を
予
測
し
て
修
正
行
動
を
と
り
う
る
可
能
性
も
含
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
範
躊
の
行
為
は
合
理
的
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。

　
社
会
体
系
の
安
定
性
と
秩
序
を
構
成
す
る
た
め
の
不
可
欠
な
条
件
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
複
数
の
行
為
老
が
、
㈲
自
然
的
ま
た
は
環
境

的
側
面
と
、
㈲
目
標
志
向
的
に
「
欲
求
充
足
の
最
適
化
」
の
見
地
か
ら
動
機
づ
け
ら
れ
る
行
為
者
と
、
㈲
文
化
的
に
構
造
化
さ
れ
共
有
さ

れ
た
シ
ン
ボ
ル
体
系
の
見
地
か
ら
定
義
さ
れ
媒
介
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
行
為
者
相
互
を
含
む
行
為
状
況
に
対
す
る
行
為
者
の
関
係
、
と
を

少
く
と
も
も
っ
と
こ
ろ
の
状
況
に
お
い
て
相
互
行
為
し
て
い
る
と
い
う
事
実
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
（
ω
の
．
”
唱
．
心
一
㎝
）
。

一L
／s

　
社
会
的
行
為
の
分
析
理
論
に
お
い
て
は
、
行
為
体
系
に
持
続
的
か
つ
発
展
的
な
秩
序
を
も
た
ら
す
独
自
な
本
質
的
要
素
と
し
て
規
範
的

価
値
の
意
義
が
選
択
的
に
重
視
さ
れ
、
究
極
的
価
値
の
統
合
さ
れ
た
体
系
の
存
在
が
仮
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
の
秩
序
は
分

析
的
特
性
と
し
て
措
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
経
験
的
一
般
化
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
仮
定
に
は
、
秩
序
が
社
会
そ
れ
自
体
の
性
格

の
あ
る
意
味
で
内
在
的
な
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
秩
序
が
ど
れ
ほ
ど
経
験

的
に
重
要
性
を
も
つ
か
一
つ
ま
り
こ
の
行
為
図
式
に
適
合
し
な
い
現
象
が
ど
れ
ほ
ど
存
在
す
る
か
一
は
、
差
当
り
問
題
と
は
な
ら
な

い
（
o
◎
ω
●
署
．
腿
。
。
μ
ゐ
）
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
あ
い
で
秩
序
が
社
会
的
行
為
の
図
式
で
問
題
と
な
る
と
き
、
秩
序
に
は
予
め
二
つ
の
意
味
の
区
別
が
必
要
で
あ
る
。

第
一
に
秩
序
は
、
法
則
と
し
て
定
式
化
し
う
る
よ
う
な
社
会
的
行
為
の
経
過
の
規
則
性
あ
る
い
は
斉
一
性
を
含
ん
だ
事
象
の
生
起
す
る
集

合
状
態
を
い
い
、
事
象
が
ラ
ン
ダ
ム
に
生
起
す
る
状
態
、
つ
ま
り
事
象
が
科
学
の
分
析
を
受
け
つ
け
な
い
状
態
に
対
比
さ
れ
る
。
そ
う
し

た
規
則
性
は
、
慣
習
的
あ
る
い
は
利
害
関
係
的
に
観
約
さ
れ
て
（
利
害
適
合
的
に
）
生
じ
う
る
。
何
れ
も
行
為
の
秩
序
づ
け
は
「
事
実
的
」

で
あ
る
。
こ
の
事
実
性
は
客
観
的
に
観
察
可
能
な
行
動
の
規
則
性
の
事
実
経
過
で
も
あ
る
（
ω
ω
》
電
　
や
O
●
　
ω
駆
0
一
刈
）
。



　
　
　
第
二
に
、
こ
の
事
実
的
秩
序
と
区
別
さ
れ
る
規
範
的
秩
序
は
、
行
為
者
に
と
っ
て
目
的
の
統
合
要
素
で
あ
り
、
あ
る
い
は
諸
手
段
の
選

　
　
択
要
素
で
も
あ
る
規
範
的
体
系
に
も
と
つ
く
行
為
の
過
程
の
ま
と
ま
っ
た
方
向
づ
け
と
い
う
含
意
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に

　
　
何
れ
の
規
範
的
秩
序
も
、
あ
る
条
件
下
で
は
「
カ
オ
ス
」
状
態
へ
と
崩
壊
し
さ
る
か
も
知
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
が
、
規
範
的
要
素
は
、

　
　
そ
の
よ
う
な
論
理
内
在
的
な
可
能
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
の
事
実
的
秩
序
の
維
持
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
特
定
の
事
実
的
秩
序
が
存
在
す
る
の
は
、
そ
の
過
程
が
あ
る
程
度
ま
で
規
範
的
秩
序
に
従
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
何
ら
か
の

　
　
規
範
的
事
実
が
効
果
的
に
機
能
し
な
け
れ
ぽ
事
実
的
秩
序
は
決
し
て
安
定
し
え
な
い
（
ω
ω
｝
℃
や
り
・
。
、
ω
＆
る
）
。

　
　
　
秩
序
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
論
述
に
お
い
て
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
「
規
範
」
の
意
味
を
必
ず
し
も
明
確
に
述
べ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
改

　
　
め
て
こ
れ
を
問
題
に
す
れ
ば
、
先
ず
規
範
は
行
為
老
の
見
地
か
ら
み
て
、
前
述
の
よ
う
に
自
律
性
と
他
律
性
の
座
標
軸
に
そ
っ
て
分
化
す

　
　
る
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
行
為
の
理
論
的
見
地
で
は
規
範
の
含
意
を
主
観
的
見
地
に

　
　
限
定
し
、
純
粋
に
自
律
的
一
目
的
論
的
要
素
に
解
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
が
観
察
老
の
見
地
か
ら
み
て
他
律
的
な
命
令
と
結
び
つ
い

　
　
た
も
の
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
行
為
パ
タ
ー
ン
自
体
は
行
為
理
論
の
主
観
的
範
疇
か
ら
み
て
「
外
的
世
界
」
の
一
部
を
な
し
て
い
る

　
　
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
成
文
化
さ
れ
た
法
体
系
の
よ
う
に
、
そ
の
命
題
の
論
理
整
合
的
な
意
味
理
解
が
可
能
な
対
象
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
規
範
（
ウ
ェ
…
バ
ー
の
い
う
「
格
率
」
（
鼠
鮭
罐
①
）
）
の
う
ち
、
そ
れ
が
一
定
範
囲
の
人
々
の
行
為
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る

　
　
意
味
に
も
と
づ
き
社
会
的
行
為
を
事
実
上
そ
れ
に
平
均
的
あ
る
い
は
近
似
的
に
方
向
づ
け
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
規
範
的
含
意
は
当
の
行

　
　
為
者
に
帰
属
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
、
事
実
上
の
行
為
の
規
範
的
な
方
向
づ
け
が
、
単
に
「
最
量
的
」
（
営
。
偶
巴
）
な
規
則
性
で
は
な

　
　
く
「
範
型
的
」
（
ヨ
。
伍
①
一
）
な
も
の
と
し
て
そ
う
あ
る
場
合
一
す
な
わ
ち
、
そ
の
方
向
づ
け
が
様
々
の
動
機
に
も
と
つ
く
な
か
で
、
特
に

　
　
「
少
く
と
も
（
ま
た
従
っ
て
実
際
上
、
何
ら
か
の
重
み
を
も
っ
て
）
そ
れ
が
行
為
に
対
し
て
拘
束
的
な
も
の
と
し
て
、
ま
た
は
模
範
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

07
@
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
理
由
で
行
わ
れ
る
」
場
合
－
に
は
、
規
範
的
秩
序
が
実
効
性
を
も
っ
と
い
え
る
。
そ
の
さ
い
規
範
に

13　
　
　
　
　
　
行
為
理
論
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
八

対
す
る
行
為
者
の
意
味
付
与
は
、
程
度
や
内
容
に
か
ん
し
て
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
、
平
均
的
に
信
じ
ら
れ
た
規
範
的
含
意
の
「
回

避
」
あ
る
い
は
「
侵
害
」
が
通
則
と
な
る
と
き
、
そ
の
秩
序
は
制
限
さ
れ
た
程
度
で
の
み
実
効
性
を
も
つ
か
、
あ
る
い
は
全
く
実
効
性
を

も
た
な
い
。
規
範
的
含
意
に
対
し
て
「
遊
離
的
」
で
あ
る
と
か
、
規
範
的
感
清
に
対
し
て
肯
定
的
に
も
否
定
的
に
も
関
与
す
る
こ
と
の
な

い
「
無
関
心
」
な
態
度
が
支
配
的
と
な
れ
ば
、
そ
の
限
り
当
の
規
範
的
要
素
は
そ
の
行
為
者
に
帰
属
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
れ
ぽ
、
「
体
系
と
し
て
の
社
会
の
核
と
な
る
の
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
人
々
の
生
活
が
集
合
的
に
組
織
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
定
型
化
さ
れ
た
規
範
的
秩
序
で
あ
る
。
秩
序
と
し
て
、
そ
れ
は
価
値
、
お
よ
び
分
化
さ
れ
特
殊
化
さ
れ
た
規
範
と
規
則
を
含
ん
で
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

こ
れ
ら
は
と
も
に
有
意
味
的
か
つ
正
統
的
で
あ
る
た
め
に
は
文
化
的
な
準
拠
（
〇
三
2
旨
巴
器
h
o
「
窪
8
。
。
）
を
必
要
と
し
て
い
る
」
。
（
例
え
ば
、

西
欧
社
会
の
共
通
な
価
値
体
系
と
し
て
の
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
）
。
そ
の
よ
う
な
秩
序
が
行
為
者
の
人
間
学
上
の
意
味
づ
け

の
総
体
性
を
含
む
と
き
、
そ
れ
は
日
常
的
に
有
意
味
的
な
規
範
的
秩
序
、
つ
ま
リ
ノ
モ
ス
（
コ
O
ヨ
O
o
o
）
で
あ
る
。
ア
ノ
ミ
ー
と
は
、
そ
の

有
意
味
性
の
喪
失
状
態
を
い
い
、
ア
ノ
ミ
ー
に
お
び
や
か
さ
れ
る
ノ
モ
ス
は
、
そ
れ
を
超
越
的
に
正
統
化
す
る
象
徴
的
世
界
で
あ
る
コ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

モ
ス
に
よ
っ
て
包
括
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
秩
序
と
い
う
概
念
に
含
ま
れ
る
こ
の
よ
う
な
諸
レ
ベ
ル
を
識
別
し
た
う
え
で
、
こ
こ
で
科
学
的
分
析
を
受
け
つ
け
る
も
の
で
あ
る
限
り

事
実
的
な
、
つ
ま
り
非
規
範
的
な
秩
序
づ
け
に
つ
い
て
の
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
考
え
を
社
会
体
系
の
理
論
的
見
地
か
ら
問
題
に
す
れ
ば
、
従
来

そ
れ
の
中
心
的
な
問
題
と
み
ら
れ
て
き
た
の
は
、
経
済
的
お
よ
び
政
治
的
な
利
害
関
心
の
あ
い
だ
の
適
合
的
な
秩
序
で
あ
る
。
利
害
関
係

の
あ
い
だ
の
関
係
は
、
次
の
う
ち
の
一
つ
あ
る
い
は
複
数
の
組
み
合
わ
せ
の
か
た
ち
を
と
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
㈲
統
合
、

つ
ま
り
よ
く
指
導
さ
れ
適
切
に
規
定
さ
れ
た
羅
標
を
効
果
的
に
達
成
し
つ
つ
あ
る
集
合
体
は
、
統
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
統
合
、

㈲
競
争
、
つ
ま
り
競
争
関
係
に
対
す
る
効
果
的
な
規
範
的
規
綱
は
あ
る
が
、
こ
の
規
制
さ
れ
た
体
系
に
集
合
的
目
標
が
課
せ
ら
れ
て
い
な

い
場
合
（
市
場
が
そ
の
原
型
）
、
㈲
闘
争
、
つ
ま
り
分
極
化
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
や
レ
ベ
ル
の
分
裂
と
よ
び
う
る
も
の

に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
規
制
の
欠
如
が
不
均
衡
に
向
か
う
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
関
係
の
秩
序
の
崩
壊
に
か
ん
し
「
ホ
ッ
ブ
ス
問
題
」



が
念
頭
に
お
か
れ
、
秩
序
が
利
害
関
心
の
規
範
的
義
務
と
の
一
致
（
O
O
門
口
O
…
傷
①
P
O
Φ
）
の
領
域
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
う

し
て
そ
れ
が
、
規
範
的
秩
序
の
重
度
化
、
つ
ま
り
行
為
の
単
位
が
規
範
的
価
値
パ
タ
ー
ン
に
志
向
さ
れ
、
そ
れ
と
利
害
関
心
と
の
統
合
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

可
能
と
な
る
程
度
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

七

　
　
　
社
会
体
系
の
構
成
部
分
と
し
て
体
系
の
内
的
な
安
定
性
と
秩
序
に
直
接
関
連
が
あ
る
の
は
規
範
的
秩
序
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
実
際
上
露

　
　
当
的
に
機
能
す
る
た
め
に
、
す
な
わ
ち
実
効
性
を
も
つ
た
め
に
必
要
な
二
つ
の
要
件
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
㈹
特
定
の
実
効
的
機
構

　
　
（
8
Φ
B
鼠
く
Φ
ヨ
㊦
。
冨
三
。
・
葺
）
と
、
㈲
規
範
的
秩
序
が
行
為
者
に
と
り
有
意
味
的
か
つ
正
統
的
で
あ
る
た
め
の
文
化
的
準
拠
に
お
け
る
正
統
化

　
　
の
体
系
で
あ
る
。
と
も
に
、
い
か
な
る
規
範
的
秩
序
も
行
為
の
現
実
的
諸
条
件
と
の
完
全
な
統
合
は
経
験
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
実
の
ゆ
え
に
要
請
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
前
者
の
機
構
の
実
効
的
諸
機
能
の
う
ち
重
視
さ
れ
る
の
は
、
社
会
統
制
お
よ
び
社
会
調
整
の
二
つ

　
　
で
あ
る
。
つ
ま
り
社
会
秩
序
は
、
一
方
に
お
い
て
規
範
的
結
合
（
づ
O
同
諺
潜
け
一
く
⑦
　
O
O
プ
O
同
O
b
O
①
）
の
意
味
に
お
け
る
社
会
統
制
と
、
他
方
に
お

　
　
い
て
社
会
的
「
調
和
」
と
「
調
整
」
（
O
O
‘
O
『
傷
一
二
鋤
け
一
〇
コ
）
と
の
明
確
な
統
合
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
統
制
と
は
、
逸
脱
的
傾
向
、

　
　
つ
ま
り
共
通
文
化
と
し
て
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
規
範
的
規
準
と
の
同
調
か
ら
離
れ
る
傾
向
に
逆
ら
い
、
同
調
を
と
り
戻
す
よ
う
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
老
を
動
機
づ
け
る
方
向
に
作
用
す
る
社
会
体
系
の
反
作
用
過
程
を
い
う
。

　
　
　
社
会
調
整
の
機
構
と
は
、
制
度
化
さ
れ
た
期
待
と
の
不
一
致
や
価
値
体
系
と
の
不
統
合
か
ら
生
ず
る
挫
折
（
そ
れ
に
は
文
化
的
伝
統
に

　
　
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
理
想
的
な
潜
在
的
可
能
性
、
例
え
ば
絶
対
的
平
等
主
義
や
力
の
絶
対
的
否
定
を
唱
導
す
る
よ
う
な
傾
向
に
よ
る
動
機

　
　
づ
け
に
起
因
す
る
も
の
も
含
ま
れ
る
）
に
対
し
て
、
制
度
化
さ
れ
た
「
完
全
な
統
合
」
志
向
の
支
配
的
パ
タ
ー
ン
の
機
能
的
な
代
替
物
の

　
　
社
会
的
に
構
造
化
さ
れ
た
過
程
で
あ
る
。
こ
の
過
程
に
と
り
重
要
な
こ
と
は
、
い
ま
例
に
あ
げ
た
よ
う
な
価
値
志
向
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
」

鵬
　
パ
タ
ー
ン
の
よ
う
に
、
効
果
的
な
轟
轟
化
に
つ
い
て
の
既
存
の
諸
条
件
と
両
立
し
な
い
が
、
し
か
し
許
容
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
に
対
す
る
コ

ー　
　
　
　
　
　
行
為
理
論
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
九
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1013

@
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
促
進
す
る
力
が
、
ど
の
卸
量
体
系
の
な
か
に
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
統
合
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
実
効
的
諸
機
構
の
な
か
で
「
政
治
的
」
観
点
か
ら
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
社
会
統
制
の
機
構
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
規
範
的

　
　
秩
序
の
実
効
に
か
ん
す
る
管
轄
（
旨
駐
象
g
δ
謬
）
に
か
か
わ
る
も
の
は
、
一
定
範
囲
の
人
び
と
に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
サ
ソ
ク
シ
ョ
ン
を
本

　
　
来
的
に
伴
っ
て
い
る
。
国
民
社
会
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
こ
の
機
能
は
政
府
に
よ
る
統
合
綱
度
の
保
全
に
か
ん
す
る
基
本
的
要
件
と
な
る
。

　
　
統
合
制
度
に
は
権
力
の
行
使
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
正
統
化
が
必
要
で
あ
る
。
正
統
化
の
権
威
を
喪
失
し
た
実
効
機
能
は
、
人
び
と

　
　
の
主
観
に
お
い
て
規
範
的
秩
序
化
の
効
力
を
な
く
し
、
極
端
な
場
合
は
単
な
る
物
理
的
強
欄
力
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
正
統
性
の
権
威
の
源

　
　
泉
は
、
上
位
的
な
文
化
志
向
の
体
系
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
正
統
化
の
体
系
の
機
能
は
、
実
効
的
諸
機
構
の
そ
れ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
ら
は
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
規
範
的
秩
序
の
正
統
化
の
た
め
に
は
、
後
述
の
よ
う
に
社
会
体
系
の
集
合
的
側
面
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
社
会
的
共
同
体
（
。
。
o
。
鐸
巴
8
ヨ
ヨ
信
三
信
）
が
、
そ
れ
の
担
い
手
と
し
て
重
視
さ
れ
る
。

　
　
　
こ
こ
で
正
統
的
秩
序
と
は
、
社
会
的
行
為
、
と
り
わ
け
社
会
関
係
が
関
与
者
の
側
か
ら
あ
る
規
範
が
正
統
的
で
あ
る
と
い
う
観
念
に
よ

　
　
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
限
り
存
立
し
う
る
社
会
的
行
為
の
規
則
性
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
秩
序
に
つ
い
て
の
パ
ー

　
　
ソ
ン
ズ
の
見
解
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
そ
れ
と
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。
ウ
ェ
…
バ
ー
の
場
合
に
、
あ
る
秩
序
は
、
社
会
的
行
為
の
動
機

　
　
観
点
か
ら
み
て
、
㈲
伝
統
的
、
㈲
感
動
的
、
特
に
情
緒
的
な
信
念
、
㈲
価
値
合
理
的
信
念
、
す
な
わ
ち
絶
対
に
妥
当
な
も
の
と
し
て
推
論

　
　
さ
れ
た
も
の
の
効
力
、
お
よ
び
ω
合
法
性
（
い
①
σ
q
⇔
一
叢
け
）
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
る
実
定
的
制
定
律
（
留
寒
§
σ
q
）
に
よ
っ
て
正
統
的
で
あ
る

　
　
と
い
う
観
念
が
行
為
者
に
抱
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
観
念
が
実
際
の
行
為
を
導
く
限
り
に
お
い
て
実
効
性
を
も
ち
う
る
。
こ

　
　
れ
ら
の
諸
類
型
の
う
ち
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
り
正
統
的
秩
序
の
実
効
性
根
拠
と
し
て
選
択
的
に
考
慮
さ
れ
た
の
は
、
㈲
の
価
値
合
理
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
そ
れ
で
あ
る
が
、
彼
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
同
じ
く
近
代
の
最
も
支
配
的
な
正
統
性
の
形
式
は
合
法
性
の
信
念
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　
　
　
合
法
性
の
信
念
に
よ
る
正
統
性
は
、
正
式
の
手
続
き
を
踏
み
通
常
の
形
式
を
と
っ
て
成
立
し
た
諸
制
定
律
に
対
す
る
賑
従
が
、
行
為
老



　
　
の
主
観
に
お
い
て
目
的
論
的
要
素
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
行
為
の
「
適
法
性
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
そ
の
よ
う
な
適

　
　
法
性
が
正
統
的
な
も
の
と
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
、
規
範
的
志
向
の
も
つ
重
要
な
意
義
の
論
証
に
理
論
的
関
心
を
集
中
し
た
と
い
え
る
で
あ

　
　
ろ
う
。
規
範
的
志
向
は
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
行
為
の
目
的
そ
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
意
味
で
、
目
的
論
的
志
向
と
同
義
で
あ
る
（
ω
ω
鋭

　
　
噂
．
。
。
O
）
。
こ
の
志
向
に
か
ん
す
る
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
考
え
の
一
つ
の
特
徴
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
規
範
的
し
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
、
複
数
の

　
　
行
為
者
か
ら
な
る
一
つ
の
体
系
が
前
提
と
さ
れ
、
行
為
者
が
そ
れ
の
成
員
で
あ
る
集
合
体
の
他
の
行
為
老
と
と
も
に
そ
れ
が
共
通
に
望
ま

　
　
し
い
と
認
め
ら
れ
て
い
る
共
通
性
あ
る
い
は
共
有
性
の
含
意
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
同
時
に
こ
の
主
張
と
不
可
分
的
に
、
そ
の

　
　
よ
う
な
規
範
的
要
素
が
、
「
究
極
的
価
値
体
系
の
ま
わ
り
に
凝
集
し
て
い
る
主
要
素
」
の
な
か
の
個
別
的
な
表
現
（
ヨ
⇔
跡
一
h
O
o
隠
け
⑳
什
一
〇
昌
）
で
あ

　
　
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
含
意
の
解
釈
は
、
と
も
に
社
会
的
行
為
の
体
系
を
「
共
通
の
価
値
統
合
と
い

　
　
う
属
性
の
見
地
か
ら
理
解
す
る
」
社
会
学
の
基
本
的
課
題
に
適
合
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
規
範
的
秩
序
の
正
統
性
の
根
拠
に
か
ん
す
る
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
考
え
は
、
彼
が
軍
隊
に
お
け
る
兵
士
の
服
従
、
つ
ま
り
服
務
規
則
の
「
妥

　
　
当
に
よ
る
制
約
」
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
）
を
例
に
あ
げ
て
行
為
の
規
範
的
要
素
が
何
か
を
説
明
し
て
い
る
箇
所
を
再
考
す
る
こ
と
に
よ
り
ょ
く

　
　
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
兵
士
の
主
観
的
見
地
か
ら
み
て
服
従
に
は
先
ず
、
そ
れ
が
他
律
的
（
あ
る
い
は
強
制
的
）
か
自
律
的
か
の
区

　
　
別
と
、
自
律
的
な
場
合
に
服
従
の
行
為
が
、
そ
れ
自
体
目
的
か
何
か
の
手
段
で
あ
る
か
と
い
う
区
別
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
「
何
か
」
に

　
　
は
所
与
の
軍
事
目
標
達
成
の
た
め
効
率
を
あ
げ
る
た
め
と
か
国
の
安
全
（
冨
⇔
δ
三
巴
。
。
①
。
弩
ξ
）
の
た
め
と
い
う
よ
う
な
内
容
の
目
的
が
含

　
　
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
爵
的
－
手
段
連
鎖
は
、
服
従
す
る
こ
と
が
な
ぜ
有
意
味
的
で
正
統
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
が
提
起
さ
れ
る
と

　
　
き
に
ふ
つ
う
意
識
化
さ
れ
る
。
そ
の
連
鎖
は
、
な
ぜ
か
の
問
い
を
重
ね
て
「
上
方
へ
し
辿
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
の
「
究
極
的
」
な

　
　
目
的
に
い
た
る
の
で
あ
る
が
、
服
従
が
こ
の
よ
う
な
究
極
的
価
値
の
共
有
的
に
統
合
さ
れ
た
体
系
の
な
か
の
「
直
接
の
目
的
」
と
し
て
行

　
　
為
体
系
の
な
か
の
中
核
部
分
を
な
し
て
い
る
限
り
、
命
令
が
あ
る
限
度
で
不
本
意
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
命
令
は
正
統
性
を
も
つ
こ

鋤
と
が
で
き
る
。
．
あ
場
A
。
に
ア
ノ
ミ
ー
と
は
、
そ
の
よ
う
な
服
従
に
対
す
る
正
統
性
の
震
が
失
わ
れ
盲
的
の
無
限
定
性
す
な
わ
ち

1　
　
　
　
　
　
行
為
理
論
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
＝
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こ
の
解
釈
に
関
連
し
秩
序
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
二
つ
の
こ
と
に
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
は
、
い
ま

述
べ
た
よ
う
な
正
統
性
（
8
σ
Q
三
ヨ
註
8
）
と
、
正
当
性
（
冒
。
・
け
蚤
＄
江
曾
）
と
の
あ
い
だ
の
概
念
上
の
区
別
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
「
規
範

的
秩
序
」
に
含
ま
れ
る
価
値
と
規
範
の
レ
ベ
ル
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
た
意
味
を
も
つ
。
価
値
は
望
ま
し
い
行
為
パ
タ
ー
ン
に
か
ん
す
る
一

般
的
抽
象
的
な
、
し
た
が
っ
て
状
況
の
個
々
の
特
性
に
関
わ
ら
な
い
概
念
で
あ
る
が
、
規
範
は
、
機
能
的
に
分
化
し
た
特
定
の
社
会
的
コ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
望
ま
し
い
行
為
に
つ
い
て
の
特
殊
化
的
規
定
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
規
範
は
機
能
的
見
地
か
ら
み
て
、
特
に
功
利
主

義
的
思
考
で
は
特
定
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
功
用
（
口
巳
ξ
）
や
有
効
あ
る
い
は
効
率
（
。
臨
。
寄
p
畠
）
の
観
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
が
同
時
に
、
正
統
性
の
権
威
を
も
ち
う
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
規
範
の
う
ち
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
（
規
範
的
H

目
的
論
的
）
価
値
志
向
の
パ
タ
ー
ン
の
上
述
し
た
よ
う
な
特
別
の
意
味
あ
い
、
つ
ま
り
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
い
う
道
徳
的
義
務
の
態
度
が
そ

れ
に
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
理
論
に
お
い
て
秩
序
分
析
の
焦
点
と
な
る
の
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
規
範
的
な
価
値
要
素
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
区
別
可
能
な
含
意
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ま
ま
で
理
解
さ
れ
た
よ
う
な
行
為
者
の
自
由
な
選
択
に
よ
っ
て
特

微
づ
け
ら
れ
、
　
｝
定
の
「
条
件
」
に
よ
り
限
定
さ
れ
て
い
る
純
粋
に
自
律
的
な
国
的
論
的
要
素
と
、
行
為
者
の
制
御
を
越
え
て
定
め
ら
れ

て
い
る
他
律
的
な
命
令
要
素
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
あ
い
だ
の
関
係
に
つ
い
て
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
行
為
者
を
集
合
体
の
成
員
で
あ
る
と
す

る
暗
黙
の
仮
定
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
が
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
い
う
社
会
約
事
実
性
を
そ
な
え
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
両

要
素
間
の
緊
張
の
問
題
は
と
く
に
問
わ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
規
範
的
要
素
の
な
か
に
、
い
っ
た
ん
制
度
化
さ
れ
る
と
、
そ
れ
が
具
体

的
行
為
者
に
対
し
非
人
間
的
条
件
に
似
た
意
味
を
お
び
て
く
る
も
の
が
あ
る
事
実
経
過
を
認
め
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
バ



　
　
ー
ガ
ー
の
い
う
外
在
化
（
O
誕
貯
①
同
昌
帥
一
同
N
射
叶
一
〇
訂
）
の
過
程
を
問
題
に
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
客
体
化
（
。
薯
9
ぎ
⇔
陣
8
）
の
過
程
に
と
も
な

　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
う
緊
張
の
考
察
ま
で
は
十
分
深
め
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
批
判
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
確
か
に
行
為
者

　
　
の
見
地
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
選
択
が
ど
れ
ほ
ど
自
律
的
で
あ
っ
て
も
、
客
観
的
に
、
し
か
も
批
判
的
見
地
か
ら
み
れ
ば
、
規
範
的
要
素

　
　
の
な
か
に
利
害
関
心
糊
約
的
に
片
務
的
な
関
係
の
事
実
的
秩
序
を
正
当
化
す
る
機
能
的
含
意
の
も
の
が
あ
り
う
る
。
ま
た
、
そ
の
さ
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
疎
外
さ
れ
た
行
為
経
過
も
問
題
と
し
て
重
視
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
批
判
を
い
わ
ぽ
予
想
し
て
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
な
関
係
が
、
自
己
の
図
式
に
適
合
し
な
い
現
象
と
し
て

　
　
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
問
題
関
心
の
中
心
は
そ
れ
ら
の
経
験
的
な
問
題
性
の
論
及
に
は
な
く
、
む
し
ろ
行
為
老
の

　
　
あ
い
だ
に
共
有
的
な
究
極
的
価
値
体
系
に
よ
る
統
合
と
い
う
要
件
が
、
社
会
秩
序
の
基
礎
づ
け
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
、
い
わ

　
　
ぽ
そ
れ
の
理
想
的
効
果
に
お
い
て
理
論
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
理
論
化
の
前
提
に
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
も
共
通
し
た
人

　
　
間
学
的
前
提
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
前
提
を
切
り
離
し
て
、
社
会
体
系
の
講
造
－
機
能
分
析
の
水
準
で
制
度
化
と

　
　
内
面
化
を
媒
介
と
し
た
「
制
度
的
統
合
」
を
叙
述
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
が
よ
し
理
論
的
な
仮
定
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
会
的
行
為
の
解
釈
の
図
式
と
し
て
有
効
な
も
の
と
は
い
い
難
い
。
「
秩
序
問
題
」
の
解
決
と
い
う
こ
と
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
る
行
為
の

　
　
理
論
化
の
さ
い
の
一
貫
し
た
基
調
で
あ
る
が
、
社
会
体
系
の
理
論
の
な
か
で
は
、
こ
の
問
題
関
心
は
役
割
期
待
の
う
ち
に
制
度
化
さ
れ
て

　
　
い
る
価
値
志
向
の
パ
タ
…
ン
の
水
準
で
の
社
会
体
系
の
統
合
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
（
ω
ω
ら
。
ω
ミ
）
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
価
値
志
向
パ
タ
ー
ン
は
、
文
化
的
伝
統
の
一
つ
の
要
素
で
あ
る
が
、
社
会
統
合
観
点
か
ら
は
同
時
に
信
念
体
系
の
意
義
が
重

　
　
視
さ
れ
る
。
信
念
体
系
は
、
可
能
な
諸
行
為
の
う
ち
か
ら
の
選
択
規
準
と
し
て
の
価
値
志
向
を
認
知
次
元
で
有
意
味
的
な
も
の
と
す
る
。

　
　
そ
れ
の
内
容
に
は
、
行
為
体
系
に
対
し
ω
経
験
的
関
連
か
㈲
非
経
験
的
関
連
か
の
区
別
と
、
認
知
的
関
心
の
焦
点
が
側
存
在
的
意
義
か
観

　
　
評
価
的
意
義
の
何
れ
に
あ
る
か
の
区
別
を
交
叉
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
区
別
可
能
な
四
つ
の
範
疇
が
含
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
科
学
」
　
（
0
ゆ

鎚
と
個
の
組
A
口
せ
）
、
「
哲
学
」
（
豆
と
斑
）
、
7
デ
オ
。
ギ
⊥
（
ω
と
観
）
お
よ
び
「
宗
教
」
（
α
D
と
囲
）
が
．
．
れ
で
あ
る
（
・
。
。
亭
・
．
・
．
㌣

1　
　
　
　
　
　
行
為
理
論
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
＝
二
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ω
ω
卜
。
）
。

　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
価
値
志
向
パ
タ
ー
ン
の
正
統
化
と
い
う
機
能
的
見
地
か
ら
み
て
、
特
に
重
視
さ
れ
る
の
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
認
知
的
関
心
の
優
位
と
い
う
点
で
は
科
学
的
で
あ
る
が
、
評
価
的
関
心
の
優
位
や
、
さ
ら
に
こ
の
観
念
が
非
経
験
的
前

提
に
依
存
し
て
い
る
点
で
は
宗
教
的
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
に
は
科
学
（
経
験
）
的
お
よ
び
宗
教
（
非
経
験
）
的
弓
要
素
が
含
ま

れ
て
い
る
（
ω
ω
．
召
幽
鯉
。
。
ゐ
）
。
し
た
が
っ
て
前
者
の
要
素
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
受
容
（
舘
8
冥
護
8
）
の
対
象
で
あ
る
が
、
後
老
の
そ
れ

に
つ
い
て
は
帰
依
（
8
ヨ
艮
§
①
馨
）
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
命
題
が
真
で
あ
る
か
ど
う
か
の
関
心
と
は
関
わ
り
な
く
行
為
の
経
過
が
そ
れ

に
方
向
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
唱
O
’
　
ω
ω
目
－
笛
）
。
規
範
的
要
素
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ぽ
、
前
者
は
実
証
主
義
的
思
考
様
式
に
対
し

最
も
近
く
、
論
理
的
に
実
在
の
内
在
的
な
属
性
や
因
果
関
係
に
即
し
て
行
為
と
思
考
が
関
係
づ
け
ら
れ
る
が
、
後
者
の
場
合
の
関
係
づ
け

は
象
徴
的
な
関
係
の
一
つ
の
表
現
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
（
ω
0
0
》
魯
　
℃
・
　
蔭
G
◎
ω
）
。

　
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
集
合
体
に
対
し
て
評
価
的
な
統
合
に
志
向
し
て
い
る
観
念
体
系
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
が
、
そ
れ
が
非
経
験
的
前

提
に
よ
る
と
き
に
は
、
あ
る
水
準
の
そ
れ
へ
の
帰
依
が
集
合
体
の
成
員
資
格
の
一
側
面
と
み
ら
れ
る
（
o
Q
ω
●
窓
噸
G
。
蔭
。
。
よ
8
）
。
同
時
に
、
そ

の
信
念
体
系
を
受
容
す
る
行
為
が
、
そ
の
集
合
体
の
統
合
に
関
す
る
認
知
的
意
義
を
与
え
る
「
理
論
」
を
必
要
と
す
る
。
合
理
性
へ
の
傾

向
が
行
為
過
程
の
固
有
の
方
向
性
で
あ
る
状
況
で
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
に
よ
る
価
値
志
向
の
パ
タ
…
ソ
の
正
統
化
の
根
拠
も
、
集
合
体
の

性
質
と
状
況
に
か
ん
す
る
解
釈
の
経
験
的
側
面
に
帰
依
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
信
条
に
は
「
科
学
」
の
対
応
物
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な

る
。
要
す
る
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
価
値
志
向
の
正
統
化
に
か
ん
す
る
認
知
的
基
準
は
、
科
学
的
妥
当
性
の
基
準
と
同
一
で
あ
る
。

と
り
わ
け
現
代
に
お
い
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
教
義
が
認
知
的
命
題
と
し
て
妥
当
で
あ
る
た
め
の
究
極
的
権
威
は
、
科
学
的
権
威
で
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
（
ω
ω
◎
℃
●
ω
紐
）
。
し
か
し
、
集
合
的
行
為
の
究
極
的
な
目
的
と
価
値
の
正
統
化
が
加
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
は
、
経
験
的
要

素
が
非
経
験
的
要
素
と
結
び
つ
く
宗
教
的
観
念
と
し
て
の
性
格
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
信
念
体
系
が
集
合
体
に
対
し
て
評
価
的
に
統
合
的
な
意
義
を
最
適
の
形
態
で
獲
得
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
集
合
体
の
集
合



的
側
面
は
、
金
体
社
会
レ
ベ
ル
に
お
い
て
社
会
的
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
社
会
的
共
同

体
と
の
あ
い
だ
の
関
係
が
、
歴
史
的
に
み
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
出
現
が
国
民
社
会
と
し
て
の
共
同
体
の
政
治
権
力
機
構
か
ら
の
分
化
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

よ
び
形
成
と
相
関
的
で
あ
る
と
い
う
事
実
経
過
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
容
易
に
理
解
可
能
で
あ
る
。

九

　
　
　
社
会
的
行
為
の
理
論
に
お
け
る
秩
序
の
含
意
を
、
主
に
主
意
主
義
的
な
行
為
理
論
の
再
考
察
に
も
と
づ
い
て
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た

　
　
本
稿
の
論
述
の
な
か
で
特
に
配
慮
し
た
の
は
、
同
理
論
が
規
範
的
価
値
志
向
に
よ
る
行
為
体
系
の
秩
序
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
構
想
さ
れ

　
　
て
い
る
独
特
の
性
格
で
あ
る
。
志
向
の
な
か
に
、
行
為
を
目
的
論
的
パ
タ
ー
ン
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
者
の
努
力
や
意
向
が
含
ま
れ

　
　
て
い
る
こ
と
や
、
ま
た
週
的
の
う
ち
で
も
究
極
的
態
度
の
表
出
と
し
て
の
究
極
的
目
的
が
動
機
解
釈
に
対
し
て
も
つ
意
義
が
重
視
さ
れ
て

　
　
い
る
こ
と
に
も
特
に
注
意
を
払
っ
て
ぎ
た
。
社
会
的
行
為
の
体
系
は
、
こ
の
よ
う
な
規
範
的
価
値
志
向
の
共
通
性
に
よ
る
全
体
的
な
統
合

　
　
と
い
う
性
質
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
の
最
適
の
状
態
に
お
け
る
行
為
図
式
が
一
つ
の
理
論
的
仮
定
と
し
て
構
成
さ
れ
た

　
　
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
　
　
こ
の
仮
定
に
は
行
為
の
理
論
の
性
格
を
改
め
て
問
う
こ
と
に
と
も
な
う
疑
問
が
幾
つ
か
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
の
主
題
に
限

　
　
っ
て
い
え
ば
、
行
為
の
現
実
過
程
が
、
そ
れ
に
準
拠
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
概
念
図
式
中
に
、
究
極
的
価
値
体
系
を
導
入
す
る
こ

　
　
と
が
、
行
為
の
自
律
的
な
目
的
論
的
諸
要
素
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
と
い
う
問
い
が
可
能
で
あ
る
、
ま
た
こ
れ
と
関
連
し
て
、
規
範
的
価

　
　
値
に
よ
る
社
会
体
系
の
統
合
と
い
う
解
釈
が
、
同
じ
く
行
為
老
の
見
地
か
ら
み
て
行
為
図
式
に
ど
れ
程
の
適
切
さ
を
も
ち
う
る
か
と
い
う

　
　
問
題
が
あ
る
。

　
　
　
先
ず
前
者
に
つ
い
て
、
目
的
が
ラ
ン
ダ
ム
に
取
捨
選
択
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
正
当
に
洞
察
し
て
い
る
。
具
体

15

@
的
な
行
為
の
目
的
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
設
計
や
計
画
あ
る
い
は
時
間
表
の
う
ち
に
具
体
化
さ
れ
る
よ
う
な
目
的
一
手
段
連
鎖

13　
　
　
　
　
　
行
為
理
論
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
五
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一
六

の
観
念
に
通
じ
る
主
観
的
体
系
中
に
、
そ
れ
が
秩
序
づ
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
み
て
よ
い
。
「
直
接
の
臣
潔
し
は
、
そ
う
し
た
体
系
内

の
複
数
の
可
能
な
選
択
的
目
標
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
行
為
者
の
動
機
体
系
、
す
な
わ
ち
時
問
に
お
け
る
諸
体
験
の
関
数
と
し
て
、
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

は
具
体
的
な
状
況
と
の
限
定
さ
れ
た
関
連
で
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
体
系
の
意
義
を
、

功
利
主
義
的
立
場
か
ら
自
己
の
考
え
を
区
別
す
る
上
か
ら
も
強
調
し
な
が
ら
、
主
意
主
義
的
行
為
図
式
は
、
各
行
為
者
の
生
活
過
程
の
特

定
の
与
え
ら
れ
た
状
況
に
の
み
適
合
的
な
の
で
は
な
い
と
考
え
、
行
為
者
の
集
合
体
の
成
員
と
し
て
の
未
来
志
向
的
な
究
極
的
価
値
体
系

の
う
ち
に
、
個
別
的
な
主
観
的
体
系
が
統
合
さ
れ
る
関
係
に
配
慮
す
る
必
要
性
を
強
調
し
た
。

　
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
い
え
ぽ
、
単
位
行
為
の
理
論
と
し
て
の
準
拠
枠
に
も
と
づ
き
社
会
的
行
為
の
体
系
の
一
般
的
理
論
化
が
展
開
さ

れ
る
過
程
で
、
社
会
体
系
の
統
合
の
機
能
的
見
地
が
一
層
重
視
さ
れ
る
と
し
て
も
、
行
為
老
の
目
的
志
向
の
個
別
的
な
階
梯
秩
序
が
共
有

的
な
究
極
的
価
値
体
系
に
＝
兀
的
に
鼠
輩
さ
れ
る
よ
う
な
理
論
的
仮
定
が
、
そ
こ
で
も
な
お
基
本
的
に
要
請
さ
れ
う
る
の
か
ど
う
か
が
問

わ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
一
般
的
な
レ
ベ
ル
で
の
そ
の
よ
う
な
体
系
と
し
て
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
後
に
「
制
度
化
さ
れ
た
個
人
主
義
」
を

あ
げ
、
支
配
的
価
値
パ
タ
ー
ン
と
し
て
「
道
具
的
活
動
主
義
し
（
貯
。
。
9
ロ
ヨ
⑦
二
巴
p
。
〇
二
く
冨
ヨ
）
を
定
式
化
し
て
い
る
が
、
社
会
溝
造
内
の
分

化
に
と
も
な
い
一
層
特
殊
化
さ
れ
る
状
況
に
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
が
適
用
さ
れ
る
さ
い
の
多
元
化
と
か
、
行
為
状
況
の
不
確
定
要
素
に
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

つ
く
変
容
の
過
程
等
に
は
理
論
的
に
十
分
適
切
な
論
及
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。

　
支
配
的
価
値
の
本
質
的
に
重
要
な
変
化
に
か
ん
す
る
問
い
と
も
関
連
し
て
、
階
梯
的
な
諸
秩
序
問
の
多
元
的
な
構
造
化
を
通
じ
て
の
成

全
的
な
統
合
化
の
仮
定
の
可
能
性
に
つ
い
て
改
め
て
問
う
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
理
論
的
仮
定
で
は
、
規
範
的
価
値
体

系
の
決
定
的
な
性
格
が
、
そ
れ
の
基
本
的
な
特
徴
づ
け
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
の
動
機
の
実
質
的
諸
過
程
に
つ
い
て
の
論
議
が
殆

ど
深
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
そ
の
仮
定
で
は
、
行
為
の
理
論
と
い
う
も
の
が
主
観
的
見
地
を
と
り
入
れ
な
け
れ
ぽ
無
意
味
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
規
範
的
価
値
体
系
の
存
在
が
措
定
さ
れ
る
と
き
も
、
行
為
者
が
他
の
行
為
者
と
の
社
会
的
椙
互
作
用

過
程
の
な
か
で
そ
の
体
系
に
ど
の
よ
う
な
意
味
変
容
を
及
ぼ
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
体
系
に
ど
う
影
響
さ
れ
て
い
る
か
に



　
　
つ
い
て
の
問
題
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
こ
の
こ
と
と
合
わ
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
よ
い
の
は
規
範
的
性
質
を
も
つ
価
値
が
社
会
的
統
合
に
対
し
果
た
す
機
能
が
、
行
為
体
系
の

　
　
主
観
的
諸
範
疇
と
い
か
に
関
係
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
規
範
的
価
値
の
な
か
に
は
そ
れ
の
欄
度
化
の
結
果
、
行
為
者
に
と
っ
て
状
況
的

　
　
要
素
に
類
似
し
た
意
味
を
も
つ
も
の
が
あ
る
。
こ
の
関
係
を
動
機
づ
け
の
過
程
に
つ
い
て
再
考
察
す
れ
ば
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
お
い
て
動
機

　
　
は
規
範
的
価
値
志
向
の
観
点
か
ら
解
釈
さ
れ
る
行
為
体
系
の
要
素
で
あ
り
、
そ
の
志
向
は
、
行
為
者
に
よ
る
状
況
の
定
義
づ
け
の
見
地
か

　
　
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
見
方
に
対
し
て
は
、
動
機
に
つ
い
て
の
ウ
ェ
ー
バ
…
の
定
義
に
関
連
づ
け
て
さ
ら
に
考
察
が
深
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ウ
ェ
ー

　
　
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
動
機
は
、
行
為
者
ま
た
は
観
察
者
に
と
っ
て
、
そ
の
行
動
の
有
意
味
的
な
「
根
拠
」
（
O
崖
⇒
儀
）
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
況
の
有
意
味
的
な
連
関
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
根
拠
の
う
ち
行
為
者
の
見
地
か
ら
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
あ
る
行
為
が
行
わ
れ

　
　
る
さ
い
、
そ
の
行
為
老
の
意
図
が
言
語
的
に
表
現
さ
れ
る
「
理
由
」
と
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
表
明
さ
れ
た
理
由
は
、
観

　
　
虚
者
の
見
地
か
ら
当
の
行
為
経
過
に
帰
属
さ
れ
う
る
「
原
因
」
と
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
の
原
因
に
迫
ろ
う
と
す
る
観
察

　
　
者
（
例
え
ば
精
神
分
析
家
）
に
よ
る
動
機
理
解
に
は
、
ふ
つ
う
一
定
の
概
念
図
式
の
媒
介
が
必
要
で
あ
る
、
理
解
さ
れ
る
側
も
、
そ
の
よ

　
　
う
な
認
知
上
の
規
制
に
よ
る
解
釈
に
よ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
説
明
の
妥
当
性
を
自
ら
認
識
し
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
自
身
の
動
機
を
あ

　
　
る
程
度
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
解
釈
図
式
に
も
と
つ
く
説
明
に
は
、
因
果
的
説
明
の
一
種
と
み
な
さ
れ
て
よ
い
も
の

　
　
が
あ
る
。
し
か
し
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
動
機
と
い
う
こ
と
で
意
中
に
お
い
た
の
は
、
む
し
ろ
行
為
老
の
主
観
的
事
象
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
意

　
　
識
を
の
が
れ
た
経
過
、
例
え
ば
行
為
の
「
原
動
力
」
と
し
て
の
行
為
者
の
内
的
な
生
理
過
程
や
心
の
な
か
の
動
き
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
差
当
り
問
題
は
、
動
機
を
純
然
た
る
主
観
的
事
象
と
み
る
と
き
に
、
行
為
老
が
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
動
機
を
自
他

　
　
に
帰
属
さ
せ
る
過
程
と
、
そ
こ
に
は
た
ら
く
社
会
翌
々
や
社
会
調
整
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
例
え
ば
動
機
の
う
ち
で
あ
る
も
の
が
言
語

脚
　
的
に
表
現
さ
れ
や
す
い
の
は
な
ぜ
か
を
問
い
、
そ
の
表
現
の
仕
方
が
社
会
的
状
況
に
ど
の
よ
う
に
適
合
的
に
、
あ
る
い
は
規
範
的
な
規
制

1　
　
　
　
　
　
行
為
理
論
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
七
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を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
動
機
づ
け
ら
れ
る
か
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
が
社
会
統
合
的
な
機
能
を
果
た
し
う
る
過
程
の
分
析
に
い
た

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
行
為
の
言
語
化
さ
れ
た
理
由
の
な
か
に
は
、
原
因
と
し
て
時
間
的
に
新
た
な
積
極
的
要

因
と
な
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
他
老
に
対
す
る
自
己
の
行
為
の
戦
略
的
な
理
由
の
選
択
と
か
、
そ
れ
の
言
語
的
表
現
に
よ

る
「
か
け
ひ
き
」
と
い
う
こ
と
な
ど
が
動
機
帰
属
の
主
要
な
要
素
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
何
れ
に
せ
よ
行
為

体
系
の
規
範
的
統
合
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
帰
属
が
ラ
ン
ダ
ム
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
行
為
老
の

あ
い
だ
で
、
合
意
あ
る
い
は
同
意
さ
れ
て
い
る
規
範
的
価
値
と
結
び
つ
い
た
動
機
づ
け
の
語
彙
が
選
択
さ
れ
る
側
面
が
理
論
化
に
お
い
て

　
　
　
　
（
3
6
）

重
視
さ
れ
る
。

　
し
か
し
言
語
表
現
や
そ
の
他
の
象
徴
的
表
現
に
よ
る
動
機
帰
属
が
、
行
為
者
の
心
の
状
態
を
十
全
な
具
体
性
に
お
い
て
汲
み
尽
く
し
え

な
い
こ
と
は
パ
…
ソ
ン
ズ
も
認
め
て
い
る
。
言
語
化
さ
れ
な
い
「
動
機
」
と
か
、
意
識
的
に
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
そ
の
表
現
が
望
ま
れ

て
い
な
い
心
の
な
か
の
動
き
の
行
動
と
し
て
の
顕
在
現
象
に
は
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
表
現
の
脈
絡
に
よ
っ
て
解
釈
し
う
る
も
の
が
あ
る
と

い
う
認
識
な
ど
も
、
そ
れ
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
行
為
者
の
見
地
か
ら
み
て
有
意
味
的
な
規
範
的
価
値
も
、
特
定
の
行
為
状
況
の
な
が
で

適
合
的
な
よ
う
に
変
容
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
理
論
化
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
に
現
象
化
さ
れ
て
生
起
す
る
行
為
や
規
範

的
価
値
の
内
面
化
に
つ
い
て
定
式
化
を
め
ざ
す
諸
範
疇
の
体
系
構
成
は
行
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
行
為
者
の
あ
い
だ
の
相
互
主
観
的
な
過
程

に
関
連
づ
け
た
変
容
の
考
察
は
殆
ど
深
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
理
論
的
意
図
が
、
相
互
行
為
の
過
程
を
一
つ
の
体
系

と
し
て
分
析
す
る
理
論
的
図
式
の
構
築
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
（
o
h
．
Q
Q
ω
・
℃
■
ω
）
。

　
そ
の
図
式
に
お
い
て
規
範
的
志
向
が
根
本
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
が
規
範
偏
向
的
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
ま
で
批

判
を
受
け
て
き
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
、
「
規
範
的
」
と
い
う
意
味
を
慎
重
に
定
義
し
て
、
「
何
か
が
…
…
目
的
そ
の
も

の
（
他
の
目
的
の
た
め
の
手
段
と
い
う
位
置
に
あ
っ
て
も
よ
い
）
と
し
て
、
一
人
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
行
為
者
の
感
情
と
な
っ
て
い
る

か
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
感
情
を
内
包
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
体
系
の
一
側
面
、
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

部
分
も
し
く
は
一
要
素
を
指
す
も
の
」
と
限
定
的
に
み
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
、
擁
護
し
た
い
（
ω
ω
｝
ワ
謡
）
。
す
で
に
強
調
し
た

よ
う
に
、
主
意
主
義
的
な
行
為
理
論
は
、
条
件
と
か
他
の
非
規
範
的
要
素
の
重
要
な
役
割
を
拒
否
せ
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
を
規
範
的
要
素

と
相
互
に
依
存
し
合
う
も
の
と
考
え
る
点
に
基
本
的
な
特
徴
が
あ
る
（
や
。
。
・
・
）
。

　
こ
こ
に
検
討
さ
れ
た
行
為
理
論
は
、
行
為
者
の
見
地
か
ら
の
行
為
の
目
的
志
向
性
と
状
況
関
連
性
と
の
関
係
を
理
論
的
に
定
式
化
し
た

概
念
図
式
で
あ
る
。
こ
の
図
式
に
は
、
目
的
と
状
況
と
が
関
係
づ
け
ら
れ
る
一
定
の
様
式
と
し
て
の
規
範
的
志
向
が
内
在
的
に
含
意
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
行
為
老
の
見
地
に
よ
る
目
的
論
的
要
素
で
あ
る
が
、
同
時
に
観
察
者
の
見
地
か
ら
は
規
範
的
行
為
パ
タ
ー
ン
に
よ
る
行

為
状
況
の
構
造
化
あ
る
い
は
秩
序
化
の
意
味
を
も
つ
要
素
と
し
て
解
釈
可
能
で
あ
る
。
社
会
秩
序
の
基
礎
に
か
ん
す
る
考
察
を
行
為
理
論

に
も
と
づ
い
て
さ
ら
に
深
め
る
に
は
、
こ
の
基
本
的
概
念
図
式
に
よ
っ
て
独
自
に
行
為
者
一
状
況
の
内
的
な
関
連
を
体
系
的
に
分
析
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

た
め
の
図
式
を
定
式
化
し
、
そ
れ
に
理
論
的
に
準
拠
し
た
考
察
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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注

（
1
）
　
社
会
学
は
、
人
間
の
社
会
的
関
連
に
つ
い
て
の
理
論
科
学
で
あ
っ
て
、
そ
の
社
会
的
関
連
の
基
本
的
な
分
析
枠
組
は
、
学
説
史
的
に
み
て
、
主

　
と
し
て
三
つ
の
理
論
的
諸
立
場
の
あ
い
だ
の
相
互
に
影
響
し
合
っ
た
発
展
経
過
の
う
ち
に
構
築
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
社
会
的
な
行
為

　
理
論
、
構
造
理
論
、
お
よ
び
（
相
互
作
用
）
過
程
理
論
と
、
そ
れ
ぞ
れ
よ
べ
る
諸
立
場
が
と
れ
で
あ
る
。
こ
の
各
々
は
、
系
譜
的
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、

　
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
お
よ
び
ジ
ン
メ
ル
の
理
論
的
関
心
の
焦
点
に
、
そ
れ
ぞ
れ
帰
属
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
　
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
著
作
が
全
体
を
通
じ
て
、
行
為
理
論
と
体
系
理
論
（
あ
る
い
は
構
造
一
機
能
主
義
に
よ
る
理
論
）
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
理
論

　
的
枠
組
か
ら
成
り
立
つ
と
し
て
、
彼
の
理
論
的
関
心
の
前
老
か
ら
後
老
へ
の
移
行
に
と
も
な
う
問
題
が
、
こ
れ
ま
で
、
幾
人
か
の
論
老
に
よ
っ
て
論

　
じ
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
∪
’
》
夢
ぎ
ω
o
♪
○
、
き
。
§
＆
O
o
老
恥
§
動
§
ミ
ミ
沁
気
概
時
ミ
ト
、
鷺
、
嵩
ミ
電
♪
出
①
ぎ
①
ヨ
寒
P
一
⑩
コ
．
”
囚
．
竃
①
コ
臥
o
ρ

　
壇
斜
腎
。
慧
建
塁
。
蕊
§
ミ
き
Q
防
。
亀
ミ
さ
趨
三
民
ミ
さ
§
ヵ
。
ロ
ニ
。
島
σ
q
o
俸
囚
①
ゆ
q
⇔
鵠
℃
鋤
巳
”
H
り
『
8
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
理
論
が
、
主
意
主
義
的
行
為

　
理
論
の
よ
り
一
般
化
さ
れ
た
水
準
で
の
発
展
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
選
び
た
い
。
H
・
牢
0
9
Φ
5
．
．
く
。
一
§
3
訪
ヨ
£
。
昌
傷
・
。
窪
億
9
霞
9
一
－
ご
ま
二
〇
9
謙
ヨ

　
ぎ
℃
費
8
霧
．
＄
「
ぞ
≦
o
鱒
㌦
、
窺
§
四
§
N
砺
ミ
ミ
馬
ひ
ω
1
《
δ
c
。
O
．
署
．
ω
ω
サ
ω
参
■

　
　
　
行
為
理
論
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
九
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（
3
）
　
極
端
に
い
え
ば
、
「
『
行
為
図
式
』
か
ら
『
社
会
体
系
の
分
析
』
へ
と
進
む
に
つ
れ
て
肉
体
を
も
ち
社
会
化
さ
れ
た
個
人
が
視
野
の
外
に
消
え
て

　
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
」
（
》
．
乏
’
O
o
巳
α
器
♪
↓
、
ミ
O
o
、
㌔
い
§
隣
O
識
賄
鋳
毫
ミ
覇
琶
謡
恥
。
竃
ミ
。
＄
、
”
b
ご
g
。
。
。
8
ω
o
o
訴
》
鴨
り
刈
ρ
ワ
。
。
b
。
し
但
し
パ
ー
ソ

　
ン
ズ
の
分
析
単
位
は
行
為
者
で
は
な
く
て
行
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
行
為
図
式
中
の
「
行
為
老
」
は
、
「
規
範
的
価
値
」
な
ど
と
同
じ
く
、
分
析

　
的
要
素
で
あ
る
。

（
4
）
　
こ
の
変
換
の
た
め
に
は
、
「
行
為
老
の
主
観
的
見
地
」
と
い
う
公
準
を
、
基
本
的
な
統
合
部
分
と
す
る
よ
う
な
行
為
の
準
拠
枠
へ
の
再
編
成
が

　
必
要
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
行
為
の
志
向
図
式
に
は
、
行
為
者
が
行
為
に
お
い
て
経
験
す
る
主
観
的
意
味
の
範
疇
が
基
本
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
毫
9

　
ρ
≧
①
×
雪
α
①
び
S
ぎ
ミ
ミ
詩
a
へ
ト
。
鷺
ら
§
恥
。
甑
ミ
。
讐
”
押
角
。
暮
寄
侮
ぴ
q
o
知
内
①
σ
q
。
。
昌
勺
窒
押
這
。
。
ρ
o
ω
弓
‘
。
冨
7
鳴
。
霞
．
”
山
下
雅
之
「
行
為
理

　
論
と
秩
序
問
題
」
（
『
ソ
シ
オ
ロ
ジ
』
ご
八
1
ご
）
、
一
九
八
三
年
、
一
七
－
三
七
頁
。

　
　
な
お
本
稿
で
主
と
し
て
考
察
さ
れ
る
の
は
、
単
位
行
為
の
理
論
と
し
て
の
行
為
の
準
拠
枠
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
も
と
つ
く
行
為
の
社
会
体
系
の
独

　
自
の
諸
特
性
に
つ
い
て
の
一
般
理
論
と
の
関
連
に
も
配
慮
さ
れ
る
。

（
5
）
　
こ
の
鋏
型
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
㈲
「
目
的
」
が
、
あ
る
上
位
的
な
目
的
の
手
段
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
「
究
極
的
目
的
」
の
あ
る
統
合
さ
れ

　
た
体
系
内
で
の
選
択
的
な
目
標
で
も
あ
る
こ
と
が
理
論
的
に
仮
定
さ
れ
、
㈲
現
実
的
な
状
況
関
連
の
な
か
で
の
目
標
達
成
に
よ
る
行
為
者
の
「
欲
求

　
充
足
の
最
適
化
」
が
、
行
為
体
系
の
秩
序
的
な
変
動
を
可
能
な
ら
し
め
る
言
わ
ば
発
条
と
し
て
も
つ
重
要
な
意
味
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
㈲
こ
の
発

　
条
の
効
力
は
、
例
え
ば
剥
奪
さ
れ
あ
る
い
は
挫
折
し
た
欲
求
や
願
望
の
強
迫
的
な
充
足
に
向
か
う
何
ら
か
の
規
範
的
志
向
（
そ
の
極
端
な
表
現
と
し

　
て
は
、
例
え
ば
千
年
王
国
論
的
熱
狂
の
う
ち
に
具
体
化
さ
れ
る
よ
う
な
願
望
投
射
志
向
）
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る
反
社
会
的
な
い
し
脱
社
会
的
な

　
行
為
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
「
価
値
合
理
的
」
行
為
に
よ
っ
て
弛
緩
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
但
し
本
稿
で
は
、
㈲
は
一
先
ず
考
慮
さ

　
れ
て
い
な
い
。

（
6
）
　
こ
の
見
方
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
行
為
理
論
に
及
ぼ
し
た
カ
ン
ト
的
見
地
の
影
響
に
よ
る
の
で
あ
り
、
文
化
的
実
在
物
で
あ
る
範
疇
は
、
感
覚
的

　
所
与
と
等
価
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
日
白
田
ω
o
器
u
、
．
＞
H
O
弓
削
。
賃
9
℃
o
o
臨
く
⑦
で
①
【
呂
①
9
ぞ
①
㌦
、
ぎ
㌘
○
旨
匪
o
h
h
⑦
山
‘
↓
ぎ
↓
｝
8
、
望
ミ

　
防
。
職
ミ
ト
ら
翫
§
㍉
目
ぎ
G
ミ
、
、
Q
愚
§
氏
§
亀
ミ
》
零
ミ
浄
ぎ
澄
§
ミ
↓
ミ
8
鎌
建
鳶
§
♂
ぎ
象
p
琶
d
三
く
．
即
①
。
・
ρ
H
ミ
G
。
M
署
●
置
？
お
群

（
7
）
　
拙
著
『
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
社
会
理
論
』
寄
文
社
、
　
一
九
七
九
年
、
一
一
九
…
一
一
一
〇
、
三
三
六
－
七
頁
参
照
。

（
8
）
　
§
β
評
誘
。
霧
”
．
、
○
農
芸
。
。
乱
8
ヨ
日
謡
扇
曙
『
θ
げ
¢
冒
8
ヨ
註
。
屋
号
。
。
o
。
乾
ω
岩
3
3
、
、
ぎ
、
。
ミ
、
亀
§
ミ
曾
9
ミ
勲
、
。
N
§
ミ
，
♪
評
8

　
勺
誘
ω
ρ
δ
O
P
ワ
ト
⊃
O
ω
．

（
9
）
　
行
為
の
主
意
主
義
的
理
論
に
お
い
て
、
目
的
－
手
段
関
係
は
二
つ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
は
、
行
為
の
目
的
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が
く
上
位
的
な
V
目
的
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
行
為
体
系
の
固
有
な
連
鎖
で
あ
る
。
第
二
は
、
目
的
達
成
が
行
為
者
に
制
御
あ
る
い
は
利

用
が
可
能
な
状
況
内
の
手
段
選
択
に
よ
る
と
い
う
意
味
で
の
行
為
要
素
の
関
係
様
式
を
い
う
場
合
で
あ
る
。
O
心
魂
。
題
＆
‘
o
ワ
。
一
£
唱
．
。
。
b
。
．

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

　
℃
や

　
る
創
造
的
要
素
と
考
え
た
。
究
極
的
な
価
値
や
目
的
は
、

　
の
個
別
的
な
体
系
と
の
関
連
で
と
ら
え
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
の
概
念
化
に
は
、
行
為
を
介
し
て
実
現
さ
れ
る
規
範
的
価
値
要
素
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

　
毫
い
男
・
，
ω
8
3
．
．
円
冨
魯
窪
σ
q
ぼ
ぴ
q
｛
o
環
ロ
象
謡
。
コ
。
断
ひ
①
℃
舘
。
・
o
凱
。
昌
0
9
ご
鐸
。
。
o
冨
ヨ
ρ
、
”
ト
ミ
ミ
’
恥
も
織
ミ
肉
電
■
》
卜
σ
O
一
μ
δ
①
Q
。
も
ワ
譲
①
1
刈
Q
。
9

（
1
4
）
　
こ
の
「
完
全
な
ア
ノ
ミ
ー
」
は
、
マ
ー
ト
ン
が
制
度
化
さ
れ
た
目
標
と
手
段
と
の
関
係
に
よ
っ
て
ア
ノ
ミ
ー
を
定
式
化
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
は

　
異
な
り
、
行
為
レ
ベ
ル
で
究
極
的
な
肩
馬
の
志
向
の
喪
失
状
態
を
定
式
化
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
近
い
。
前
掲
拙
著
、
四
九
－
五
〇
、

　
四
一
四
一
四
二
二
頁
。
そ
の
他
、
類
似
の
考
え
は
、
刃
■
鼠
冒
竃
螢
9
〈
①
お
↓
ぎ
肉
§
愚
§
，
秘
記
偽
O
§
、
鼻
ζ
霧
ヨ
三
雪
”
H
り
α
ρ
署
・
δ
塗
に
み

　
ら
れ
る
。

（
1
5
）
　
実
証
主
義
的
思
考
が
パ
ー
ソ
ン
ズ
理
論
の
一
つ
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、
甕
。
、
ふ
冒
喚
ξ
ミ
、
恥
§
馬
ぎ
↓
ぎ
。
壁
駄
》
？

　
、
悩
§
”
（
≦
凶
チ
カ
．
男
じ
d
巴
①
ω
山
乱
国
●
｝
ω
ゲ
一
飼
男
器
ρ
℃
器
ω
ω
”
日
㊤
器
）
中
の
行
為
局
面
運
動
に
つ
い
て
の
考
え
に
も
う
か
が
え
る
。
駄
刃
．

　
宍
①
㌶
磐
幽
旨
¢
旨
ざ
吻
。
職
ミ
↓
》
Q
o
蔓
ミ
防
鼠
§
ら
♪
濁
。
億
二
巴
σ
Q
①
飴
国
Φ
σ
q
き
℃
帥
三
”
ド
ミ
伊
唱
や
ゆ
ト
⊃
山
．

（
1
4
）
　
究
極
的
目
的
の
統
合
さ
れ
た
体
系
を
仮
定
す
れ
ば
、
芸
術
や
「
趣
味
の
問
題
」
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
関
係
に
み
ら
れ
る
表
出
の
様
態
な
ど

　
も
（
そ
れ
ら
が
手
段
－
目
的
連
鎖
の
ど
こ
に
位
置
す
る
か
は
問
題
で
あ
る
が
）
、
同
体
系
の
う
ち
に
含
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
7
）
　
こ
の
考
え
の
変
化
は
、
行
為
理
論
が
生
き
て
い
る
有
機
体
の
行
動
（
ぴ
①
訂
丘
。
「
）
を
分
析
す
る
た
め
の
一
つ
の
概
念
図
式
と
考
え
、
「
努
力
」

　
を
有
機
体
と
し
て
の
行
為
者
の
う
ち
に
究
極
の
源
泉
を
も
つ
行
為
過
程
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
み
る
分
析
焦
点
の
拡
張
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
（
8
0
》

　
O
．
㎝
ω
）
。
こ
の
見
方
に
対
応
し
て
、
動
機
づ
け
の
編
成
も
、
有
機
体
の
器
質
的
な
欲
求
に
根
ざ
し
、
行
為
過
程
も
欲
求
充
足
の
達
成
や
欲
求
剥
奪
の

　
回
避
と
相
関
的
に
考
え
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
変
化
と
と
も
に
、
行
為
者
に
よ
る
可
能
な
諸
行
為
の
う
ち
か
ら
の
「
選
択
」
よ
り
「
志
向
」
が
図
式
で

　
重
視
さ
れ
て
い
る
。
駄
閃
・
切
〇
二
三
8
⇔
β
9
目
ぎ
砺
。
ら
凡
。
ご
讐
＆
↓
ミ
8
驚
㌧
ミ
，
防
§
ひ
（
↓
野
ξ
》
’
Ω
o
昼
頃
訂
ヨ
B
㊤
y
q
β
ぎ
o
h
O
該
＄
α
q
o

勺
胃
ω
o
ロ
。
。
”
》
職
ご
嵩
臼
書
ミ
リ
、
§
ミ
き
西
霞
軸
ミ
ミ
謡
○
§
ミ
黙
。
坤
N
》
両
器
。
℃
話
ω
即
H
ミ
。
。
”
切
ワ
ω
㎝
◎
ω
①
G
。
i
ρ
き
ω
．

乏
．
困
・
O
葺
ε
姿
冒
‘
．
、
｝
↓
匿
。
蔓
。
〔
奉
ぽ
ρ
、
．
捧
ミ
ミ
電
象
鼠
。
昏
肉
§
’
》
b
o
倉
H
ゆ
α
P
唱
マ
ω
δ
ゐ
旨
．

》
。
ω
。
7
ロ
貫
○
謡
㌧
｝
§
o
ミ
Q
ミ
N
o
讐
蟄
謡
載
硫
。
匙
ミ
肉
ミ
ミ
馬
。
誠
“
巴
こ
げ
易
易
．
即
類
帥
ひ
q
器
5
¢
巳
タ
。
｛
O
露
8
σ
q
o
℃
お
ω
u
。
”
H
り
刈
ρ
勺
餌
昌
9
。
“

最
も
初
期
の
論
文
．
．
↓
ず
。
且
0
8
0
h
二
試
ヨ
葺
。
〈
ρ
。
『
霧
ヨ
ω
o
o
一
〇
δ
ぴ
Q
ざ
巴
子
o
o
曙
”
、
、
N
ミ
Q
、
醤
目
無
ミ
§
脳
き
ミ
、
、
N
ミ
ミ
肉
導
～
ら
y
幽
ρ
同
り
G
。
切
”

邸
G
。
卜
⊃
山
H
9
に
お
い
て
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
価
値
が
人
間
の
生
存
の
必
然
（
要
）
に
よ
る
因
果
的
な
条
件
づ
け
か
ら
独
立
し
た
、
行
為
一
般
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
理
想
主
義
的
な
合
意
の
概
念
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
、
そ
れ
は
行
為

行
為
理
論
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題

点
二
一
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℃
器
器
”
H
窯
メ
唱
．
㎝
9

（
1
8
）
　
竃
．
≦
①
ぴ
①
斜
壽
尋
、
冴
き
息
帖
ミ
職
O
窃
ミ
隣
鼻
慧
9
目
8
学
b
。
…
囚
冨
℃
窪
プ
雲
2
卸
≦
一
砕
。
。
o
詳
6
α
◎
ψ
卜
。
鱒
．

（
1
9
）
　
↓
・
℃
帥
話
。
器
”
ぎ
ミ
㍉
a
職
篭
賊
恥
。
織
ミ
防
壁
袋
ら
ミ
鳶
》
閃
話
①
℃
器
。
。
も
・
”
お
①
P
℃
や
ト
。
り
ω
ふ
匿

（
2
0
）
　
勺
・
賢
し
σ
。
お
。
び
『
ぎ
軌
。
鼠
ミ
沁
魯
口
偏
ミ
肉
ミ
鷹
§
》
H
⑩
①
ゴ
℃
窪
σ
q
三
論
切
o
o
器
”
日
零
。
。
”
召
．
さ
。
。
。
i
G
。
。
。
”
㊦
ω
．

（
2
1
）
　
℃
費
ω
o
器
”
愚
。
職
蔦
4
℃
℃
．
b
σ
Φ
蔭
凸
．

（
2
2
）
　
駄
℃
貧
㎝
o
匿
”
愚
．
職
計
や
ト
⊃
り
O
・

（
2
3
）
　
要
す
る
に
、
「
社
会
統
制
と
は
、
一
定
の
規
範
的
な
行
為
標
式
に
人
び
と
を
同
調
さ
せ
る
た
め
、
社
会
的
に
発
動
さ
れ
る
反
応
過
程
の
総
体
で

　
あ
る
」
（
拙
稿
「
社
会
統
制
i
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
」
池
田
義
祐
・
佐
々
木
交
賢
編
『
支
配
』
川
島
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
二
七
頁
）
。

（
2
4
）
　
勺
胃
。
。
o
冨
》
愚
．
竃
計
。
ゲ
昌
●
ト
っ
・

（
2
5
）
　
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
近
代
社
会
を
社
会
学
的
に
分
析
す
る
た
め
の
基
本
拠
点
と
し
て
社
会
的
共
同
体
の
概
念
を
選
択
的
に
強
調
し
、
社
会
的
共
同

　
体
が
、
分
析
的
に
区
別
さ
れ
た
社
会
の
統
合
的
体
系
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
考
え
は
、
彼
の
社
会
学
の
定
義
（
ω
ω
》
．
　
℃
．
刈
①
G
Q
・
）
に
対
応

　
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
勺
母
ω
o
霧
”
愚
．
織
♪
箸
・
×
乱
一
”
卜
⊃
”
心
O
山
■

（
2
6
）
　
℃
銭
ω
o
器
り
愚
．
瓢
計
℃
喝
．
8
山
O
斡

（
2
7
）
　
正
統
化
の
体
系
は
、
つ
ね
に
究
極
的
実
在
一
つ
ま
り
、
そ
れ
と
の
関
係
は
文
化
体
系
の
構
成
的
シ
ン
ボ
ル
体
系
に
よ
り
媒
介
さ
れ
て
い
る
実

　
在
一
へ
の
秩
序
だ
っ
た
関
係
の
な
か
の
一
つ
の
基
礎
に
か
か
わ
り
、
ま
た
そ
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exist．　Of　course，　down　through　the　ages　man　has　made　many　objects，　i．　e．，

superior　works　of　art，　which　have　aesthetic　value．　There　are　many　people

today　who　make　what　they　intend　to　be　art　works　which　are　seemingly

not　aesthetic，　but　as　long　as　there　is　still　a　pursuit　of　that　which　gives

rise　to　a　pure　intuitive　joy　in　the　human　heart，　aesthetic　value　will　survive．

Aesthetic　value　is　based　on　concrete　phenomena，　and　since　there　are　various

types　of　phenomena，　some　rnay　say　that　aesthetic　value　ls　thus　only　relative．

But　just　as　men　must　understand　and　get　along　with　each　other　in　spite

of　the　fact　that　each　individual’s　face　is　different，　aesthetic　value　also　must

become　a　universal　object　of　love．　ln　this　way　aesthetic　value　is　neither

relative　nor　subjective　in　nature；　to　the　contrary，　it　is　universal　and

objective．

The　Problems　of　COrder’　in　the　Theory　of　Action

by　Hisao　Naka

Professor　of　Sociology，

Facuity　of　Letters，

Kyoto　University

　　It　is　apparent　that　a　new　critical　reconsideration　of　Talcott　Parsons’

work　is　currently　under　way．　ln　this　paper，　our　purpose　is　not　to　rescue

Parsons　from　his　critics，　but　rather　to　lay　the　bases　of　more　thoroughgoing

reappraisal　which　might　enable　one　to　resolve　some　of　the　problems　posed

by　his　analysis．　We　sha！1　concentrate　upon　the　aspect　of　‘order’　in　Parsons’

early　formulation　of　the　action　frame　of　reference　where　critigism　has

been　most　frequently　focused．

　　The　first　part　of　this　study　aims　to　treat　the　elements　of　a　‘unit　act’

as　the　basic　category　of　the　action　frame　reference，　and　to　do　a　close
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reexamination　of　the　core　role　of　‘normative　element’　which　is　a　fundamen－

tal　aspect　of　Parsons’　theory　of　voluntarism　that　he　developed　over

subsequent　decades．　ln　the　second　part，　we　shall　discuss　the　analytical

lndependendence　of　‘end’　and　‘condition’　stated　within　the　unit　act　analysis，

by　emphasizing　that，　if　a　social　order　is，　in　an　analytlcal　sense，　a　normative

order，　it　is　not　purely　normative，　but　depends　also　upon　the　effective

functioning　of　other　elements　in　conjunctioll　with　nor皿ative　ones．　The

cognitive　construction　of　end　in　Parsons’　action　scheme　is　an　independent

factor　which　is　predominant　over　immediate　choices　that　the　actor　might

make．　However，　in　a　1，p，　tter　analysis　of　the　integration　of　system　in　social

action，　he　interpretes　it　mainly　in　terms　of　normative　regulation　as　cul－

tural　patterns　which　actors　are　committed　to　implement　in　a　given　social

context．

　　Thirdly，　we　shall　reexamine　what　the　‘end－oriented’　as　the　key　element

of　action　system皿eant　to　the　means．end　framework　and　how　it　is　related

to　the　ultimate　value　system．　ln　Parsons’　view，　the　latter　is　manifested

for　an　individual　in　one　aspect　of　the　ultimate　end，　which　comes　to　be

formulated　more　or　less　explicitly　in　an　organized　system　in　a　colleetive

manner．　The　basic　function　of　an　end－oriented　process　within　the　ultimate

value　systern　will　be　dealt　with　systematically．　Finally，　in　the　fourth　part，

the　relation　of　two　radically　different　leve｝s　（factual　and　normative）　in　the

concept　of　order　will　be　treated．　We　argue　that　the　normative　order

relevant　to　the　frame　of　reference皿ust　be　understood　as　cognitive　con．

struction　of　ends　in　action　and　we　emphasized　that　the　generalized

attribute　of　‘desirability’　（that　action　is　motivated）　is　which　Parsons

means　to　convey　by　his　analytical　definltion　of　normative．
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