
〈
社
会
的
な
も
の
〉
と
く
個
人
的
な
も
の
〉
に
お
け
る
非
決
定
性
の
関
係
論

　
　
　
　
－
規
律
社
会
か
ら
管
理
社
会
へ
の
移
行
を
め
ぐ
っ
て
一

野
　
村
　
明
　
宏

序

　
社
会
理
論
に
付
き
ま
と
う
解
答
困
難
な
ア
ポ
リ
ア
の
ひ
と
つ
に
は
、
社
会
と
個
人
の
い
ず
れ
が
先
行
し
て
存
在
す
る
の
か
を
問
う
問
題
構

制
が
あ
る
。
】
般
に
社
会
学
に
お
い
て
は
、
人
間
を
「
社
会
的
存
在
」
と
し
て
論
じ
、
社
会
が
個
人
に
先
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
基
本

的
な
視
座
と
し
て
提
外
し
て
き
た
。
諸
個
人
の
認
識
や
行
為
は
、
自
ら
を
と
り
ま
く
社
会
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
規
定
さ
れ
て

い
る
と
捉
え
る
こ
う
し
た
視
座
は
、
合
理
的
な
判
断
や
自
由
意
志
に
基
づ
い
て
主
体
性
を
発
揮
す
る
も
の
と
み
な
す
近
代
的
人
間
像
に
対
す

る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
周
知
の
と
お
り
、
主
体
の
脱
中
心
化
を
説
得
的
に
論
じ
た
構
造
主
義
も
そ

う
し
た
知
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
構
造
主
義
の
超
克
を
目
指
す
な
か
で
は
、
失
墜
し
か
け
た
主
体
性
の
復
権
を
模
索
す
る
企
図

も
現
れ
て
く
る
。
端
的
に
は
、
そ
れ
ら
は
社
会
と
個
人
の
相
互
規
定
的
な
関
係
を
理
論
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
主
体
が
一
定
の
自
律

性
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
社
会
と
個
人
の
関
係
を
め
ぐ
る
そ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
社
会
理
論
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
検
討
し
、
そ
れ
ら
の
理
論
的
有
効

性
の
範
囲
を
限
定
し
た
上
で
、
現
代
社
会
の
分
析
に
は
視
座
の
転
回
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ

る
知
見
は
、
現
代
に
お
け
る
社
会
と
個
人
の
関
係
そ
の
も
の
を
あ
ら
た
め
て
捉
え
直
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

〈
社
会
的
な
も
の
〉
と
く
個
人
的
な
も
の
〉
に
お
け
る
非
決
定
性
の
関
係
論

一
〇
七
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一
　
行
為
と
実
践
、
ふ
た
つ
の
構
造
化

　
社
会
学
に
お
け
る
客
観
主
義
と
主
観
主
義

　
「
構
造
」
と
い
う
語
を
社
会
学
の
有
用
な
術
語
と
し
て
使
用
し
つ
づ
け
る
な
ら
ぽ
、
構
造
概
念
は
「
行
為
」
や
「
実
践
」
と
の
相
関
の
中

で
あ
ら
た
め
て
練
り
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
、
構
造
・
王
事
に
対
す
る
批
判
的
検
討
の
時
期
を
迎
え
た
一
九
七
〇
年
代
か

ら
現
れ
る
が
、
そ
の
際
に
問
題
と
さ
れ
た
争
点
は
、
主
体
を
脱
中
心
中
す
る
構
造
決
定
論
だ
っ
た
。
諸
個
人
を
超
越
す
る
構
造
が
意
識
や
行

為
を
あ
ら
か
じ
め
常
に
規
定
し
、
制
約
し
て
い
る
と
み
な
す
構
造
主
義
に
対
し
て
、
異
議
申
し
立
て
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
た
だ

し
そ
れ
は
、
構
造
主
義
が
提
示
し
た
主
体
H
従
属
の
理
論
か
ら
、
自
由
意
志
や
自
己
決
定
権
を
要
求
す
る
近
代
社
会
の
人
間
像
へ
と
単
純
に

回
帰
さ
ぜ
よ
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
践
や
行
為
の
論
理
を
検
討
す
る
ね
ら
い
は
、
「
構
造
と
主
体
」
、
あ
る
い
は
「
社
会
と
個
人
」
と

い
う
二
項
関
係
を
、
「
決
定
論
」
と
「
自
由
意
志
耳
偏
の
い
ず
れ
か
に
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
両
三
の
相
互
規
定
的
な
関
係
を
示
す
理
路
を

模
索
す
る
こ
と
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
客
観
空
事
と
主
観
主
義
と
い
う
伝
統
的
な
二
元
論
的
な
分
離
を
、
二
者
択
一
を
強
い
る
対

立
と
し
て
お
く
の
で
は
な
く
、
実
践
や
行
為
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
捉
え
直
し
、
両
者
の
超
克
を
は
か
る
試
み
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
立
場
は
、
社
会
学
の
概
存
の
理
論
枠
組
み
に
対
し
て
批
判
的
な
検
討
を
加
え
る
意
図
を
同
時
に
含
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
、

そ
れ
ま
で
の
社
会
理
論
は
、
そ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
発
展
の
な
か
で
多
極
化
が
と
も
な
っ
た
と
は
い
え
、
大
別
す
れ
ば
客
観
主
義
と
主
観
主

義
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
野
老
に
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
よ
う
な
実
証
主
義
や
構
造
主
義
、
機
能
主
義
等
が
含
ま
れ
、
後

者
に
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
社
会
学
か
ら
現
象
学
的
社
会
学
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
な
ど
の
理
論
的
潮
流
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
二

分
可
能
な
社
会
学
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
社
会
物
理
学
」
と
「
社
会
現
象
学
」
と
呼

び
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
端
的
に
い
う
と
、
客
観
主
義
な
い
し
社
会
物
理
学
と
呼
ば
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
前
述
の
と
お
り
、
導
入
の
意

図
や
動
機
を
超
え
る
社
会
シ
ス
テ
ム
や
構
造
に
よ
る
拘
束
に
重
点
を
お
い
て
、
物
理
法
則
の
よ
う
に
外
在
す
る
機
制
の
客
観
的
な
解
明
を
お



こ
な
う
。
他
方
、
主
観
主
義
あ
る
い
は
社
会
現
象
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
第
三
者
が
客
観
的
に
み
れ
ぽ
状
況
の
誤
認
に
捉
え
ら
れ
よ
う
と

も
、
諸
個
人
の
日
常
的
に
生
き
ら
れ
た
経
験
の
な
か
で
は
、
確
固
と
し
た
意
味
づ
け
を
も
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
主
観
的
、
現
象
学
的
世
界

の
把
握
の
あ
り
方
を
描
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
両
者
の
主
張
を
極
端
化
す
れ
ば
、
単
な
る
分
析
対
象
の
住
み
分
け
で
は
な

く
、
互
い
を
相
殺
す
る
結
論
に
陥
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
客
観
主
義
と
主
観
主
義
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
、
ま
ず
第
一
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観
主
義
的
な
ア
プ
ロ

ー
チ
を
徹
底
化
す
れ
ば
、
客
観
主
義
者
の
認
識
自
体
の
主
観
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
客
観
主
義
的
な
社
会
学

の
主
張
は
、
人
間
が
社
会
的
に
決
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
こ
れ
は
観
察
者
自
身
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
そ
う
な
れ
ば
、
観
察
者
の
「
客
観
的
認
識
」
も
、
バ
イ
ア
ス
を
も
っ
た
社
会
的
拘
束
を
受
け
て
い
る
こ
と
（
存
在
被
拘
束
性
）
に
な

り
、
対
象
の
客
観
化
が
可
能
な
純
粋
に
客
観
的
な
観
察
者
は
存
在
し
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
客
観
主
義
者
は
、
自
ら
の
論
理
に
よ
っ

て
脱
構
築
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
客
観
主
義
に
は
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
い
う
よ
う
に
「
客
観
化
す
る
主
観
を
客
観
化
す
る
」
と
い
う
作
業
が
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

請
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
観
察
溝
型
ら
の
主
観
性
に
対
す
る
反
省
的
な
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
を
伴
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
言
い
換

え
れ
ば
、
対
象
認
識
の
中
に
投
射
さ
れ
る
観
察
者
と
観
察
対
象
の
関
係
を
も
対
象
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
主
観
主

義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
も
つ
象
徴
的
な
次
元
で
の
間
主
観
的
な
相
互
作
用
を
　
　
社
会
学
的
認
識
も
含
め
て
一
対
象
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
ま
た
別
の
点
か
ら
い
う
な
ら
ぽ
、
こ
の
ふ
た
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
一
方
の
立
場
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
結
論
が
、
他
方
の
前
提
に
な
っ
て
い

る
た
め
に
相
互
の
結
論
を
否
定
し
合
う
。
客
観
主
義
の
立
場
に
た
て
ぽ
、
諸
個
人
の
主
観
は
、
共
有
さ
れ
た
価
値
や
規
範
、
ニ
ー
ズ
な
ど
を

構
成
す
る
構
造
の
基
礎
づ
け
が
な
い
限
り
成
立
し
え
な
い
と
論
じ
ら
れ
る
一
方
で
、
主
観
主
義
の
観
点
か
ら
は
、
行
為
者
主
観
の
動
機
付
け

や
願
望
が
な
い
限
り
、
構
造
や
機
能
の
抽
象
的
な
実
体
が
存
在
し
え
な
い
と
反
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ぽ
、
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ

リ
カ
ン
の
ホ
ピ
の
雨
乞
い
の
儀
式
を
、
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
R
・
K
・
マ
ー
ト
ン
の
機
能
主
義
的
な
分
析
に
よ
れ
ぽ
、
こ
の
儀
式
は
た
と

く
社
会
的
な
も
の
V
と
く
個
入
的
な
も
の
V
に
お
け
る
非
決
定
性
の
関
係
論

一
〇
九
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え
意
図
さ
れ
た
目
的
（
雨
を
降
ら
せ
る
こ
と
）
が
達
成
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
集
団
の
凝
集
性
を
高
め
る
潜
在
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
一
見
非
合
理
的
に
み
え
る
行
動
に
集
団
が
従
事
し
て
い
る
理
由
に
対
し
て
、
客
観
主
義
的
ア

プ
ロ
ー
チ
で
あ
れ
ぽ
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
マ
ー
ト
ン
の
分
析
で
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
ア
ン
ソ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

1
・
ギ
デ
ソ
ズ
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
雨
乞
い
の
儀
式
が
継
続
さ
れ
る
機
制
に
答
え
ら
れ
な
い
点
で
あ
る
。
行
為
の
意
図
せ
ざ
る
結
果
が

与
え
る
潜
在
的
機
能
は
、
儀
式
が
遂
行
さ
れ
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
儀
式
の
参
加
者
の
も
つ
主
観
的
な
認
識
や
動
機
の

分
析
が
な
け
れ
ぽ
、
な
ぜ
儀
式
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
か
は
把
握
で
き
な
い
。

　
要
す
る
に
、
主
観
主
義
と
客
観
主
義
は
と
も
に
、
当
事
者
の
生
ぎ
ら
れ
た
経
験
（
一
次
的
経
験
）
と
観
察
者
が
解
明
す
る
客
観
的
認
識
と

を
関
係
づ
け
ら
れ
な
い
た
め
に
、
実
践
を
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
必
要
な
視
点
の
変
更
は
、
科
学
的
知
が
、
自
ら
の
客
観

的
認
識
を
当
事
老
の
一
次
的
経
験
や
認
識
よ
り
も
優
位
性
を
も
た
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
事
者
自
身
の
認
識
主
観
を
構
築
し
て
い
る

客
観
的
原
理
を
客
観
化
す
る
こ
と
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
由
意
憲
に
よ
っ
て
内
発
的
に
成
立
す
る
よ
う
に
当
事
者

に
は
み
な
さ
れ
て
い
る
主
観
の
あ
り
方
を
、
学
的
な
観
察
者
の
視
点
は
、
そ
の
主
観
の
背
後
に
あ
っ
て
制
約
し
規
定
づ
け
る
客
観
的
な
機
制

を
客
観
的
に
摘
出
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
う
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
、
構
築
さ
れ
て
い
る
社
会
秩
序
に
対

し
て
も
つ
当
事
者
の
主
観
や
実
践
の
意
味
を
、
客
観
的
に
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
視
点
の
変
更
に
よ
っ
て
主
観
主
義
と
客
観
主
義
の
対
立
を
克
服
し
、
社
会
と
個
人
の
二
項
関
係
を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
よ
う
と

す
る
た
め
に
は
、
本
章
の
冒
頭
に
示
し
た
と
お
り
、
構
造
を
行
為
や
実
践
の
論
理
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
再
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

と
は
い
え
、
そ
の
た
め
の
手
掛
り
は
、
以
上
の
問
題
点
の
指
摘
の
な
か
で
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
二
点
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
一
に
、
行
為
の
帰
結
に
は
行
為
者
の
圏
的
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
い
く
意
図
せ
ざ
る
結
果
が
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
第
二
に
、
行

為
の
基
盤
に
は
当
事
者
に
よ
る
状
況
の
誤
認
が
あ
る
、
と
い
う
二
点
で
あ
る
。
こ
の
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
状
況
を
解
釈
し
て
い
る
行
為

者
の
主
観
を
対
象
に
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
が
形
成
さ
れ
る
客
観
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
も
対
象
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、



こ
こ
で
検
討
の
対
象
と
な
る
の
は
、
主
体
の
誤
認
を
形
成
す
る
基
盤
と
し
て
の
「
構
造
」
と
、
行
為
者
の
予
期
で
き
な
い
結
果
と
し
て
形
成

さ
れ
る
「
構
造
」
で
あ
り
、
両
者
の
関
係
性
で
あ
る
。
…
機
能
主
義
の
よ
う
に
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
諸
機
能
の
連
関
パ
タ
ー
ン
と
し
て
構
造

（
あ
る
い
は
シ
ス
テ
ム
）
を
捉
え
、
行
為
者
の
意
図
や
動
機
を
不
問
に
付
す
の
で
は
な
く
、
ま
た
構
造
主
義
の
よ
う
に
・
王
体
の
認
識
や
行
為

を
決
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
構
造
を
理
解
す
る
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
誤
認
を
産
み
出
す
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
行
為
に
付
随
す
る

意
図
せ
ざ
る
結
果
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
「
構
造
」
概
念
を
あ
ら
た
め
て
練
り
直
す
こ
と
が
焦
点
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
Q

　
構
造
化
と
行
為
ー
ギ
デ
ン
ズ

　
し
た
が
っ
て
、
行
為
が
遂
行
さ
れ
て
い
く
な
か
で
継
起
す
る
動
態
と
し
て
構
造
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
「
構
造
化
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス

こ
そ
が
実
在
的
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ギ
デ
ン
ズ
は
、
自
ら
の
社
会
理
論
を
「
構
造
化
理
論
」
と
名
付
け
、
行
為
が
当
事
者
の
意
図
や

目
的
に
沿
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
な
か
で
、
そ
の
行
為
が
意
図
せ
ざ
る
結
果
を
産
み
出
し
て
い
る
こ
と
に
構
造
化
の
契
機
を
み
て
い
る
。
構
造

は
行
為
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
産
出
さ
れ
、
同
時
に
そ
の
構
造
が
再
帰
的
に
行
為
の
条
件
を
付
与
す
る
と
い
う
二
重
性
を
備
え
て
い
る
（
構

造
の
二
重
性
）
。
そ
の
た
め
ギ
デ
ン
ズ
の
理
論
体
系
に
お
い
て
は
、
諸
個
人
は
構
造
に
よ
っ
て
厳
密
に
規
定
さ
れ
た
主
体
閲
従
属
ω
煽
9
Φ
9

で
は
な
く
、
構
造
か
ら
あ
る
程
度
自
律
し
な
が
ら
能
動
的
に
構
造
化
に
関
わ
っ
て
い
る
と
し
て
、
行
為
体
p
。
ぴ
q
Φ
三
や
行
為
者
曽
9
0
村
と
い

う
語
が
採
用
さ
れ
る
。
こ
の
「
行
為
者
」
が
あ
る
程
度
自
律
し
て
い
る
と
い
え
る
の
は
、
絶
え
罪
な
く
流
れ
る
生
き
ら
れ
た
経
験
の
な
か
で
、

行
為
の
外
的
条
件
（
構
造
と
し
て
の
規
則
や
資
源
）
に
制
約
を
受
け
な
が
ら
、
そ
れ
を
反
省
的
に
振
り
返
り
モ
ニ
タ
ー
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

認
識
し
、
そ
の
限
定
の
な
か
で
自
ら
の
目
的
に
沿
っ
た
行
為
を
意
識
的
に
制
御
し
実
行
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
ギ
デ
ン
ズ

は
、
こ
う
し
た
行
為
者
の
も
つ
能
力
を
「
認
知
能
力
言
。
乱
Φ
血
σ
q
＄
げ
葭
戸
」
と
呼
び
、
そ
れ
が
「
言
説
的
意
識
臼
ω
。
鶏
ω
貯
①
o
o
器
。
δ
¢
ω
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

誉
Φ
ω
ω
」
と
「
実
践
的
意
識
震
碧
江
。
巴
o
o
づ
ω
o
一
8
ω
コ
①
ω
ω
」
と
い
う
二
種
類
の
意
識
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
ま
ず
言
説
的
意
識

〈
社
会
的
な
も
の
V
と
く
個
入
的
な
も
の
〉
に
お
け
る
非
決
定
性
の
関
係
論

二
一
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二

と
は
、
行
為
の
社
会
的
条
件
や
自
ら
の
行
為
の
条
件
に
つ
い
て
言
語
に
よ
っ
て
表
現
可
能
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
一
方
の
実
践
的
意

識
と
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ニ
ー
の
い
う
「
暗
黙
知
」
の
よ
う
な
、
雷
語
に
よ
っ
て
は
表
現
不
可
能
で
あ
る
が
、
行
為
の
た
め
に
利
用
さ
れ

て
い
る
非
雷
語
的
な
知
識
の
膨
大
な
ス
ト
ッ
ク
を
基
礎
に
お
い
た
意
識
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
細
か
な
文
法
規
則
そ
の
も
の
を
説
明
で
き
な

く
と
も
、
そ
の
法
則
に
沿
っ
た
言
語
活
動
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
が
実
践
的
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
識
が
、
行
為
者
の
多
湿
や
動
機

づ
け
に
関
わ
り
、
合
理
的
な
判
断
に
基
づ
い
た
行
為
を
遂
行
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
行
為
者
が
状
況
を
解
釈
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
構
想
を
練
っ

て
行
為
を
お
こ
な
う
能
力
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
近
代
的
債
人
の
行
為
の
手
続
き
と
し
て
常
識
的
認
識
で
あ
り
、
取
り
立
て
て
言

挙
げ
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
付
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
行
為
者
の
認
知
能
力
に
も
関
わ
ら
ず
、
行
為
が
意

図
せ
ざ
る
結
果
を
産
み
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
為
者
は
、
自
ら
の
行
為
の
そ
の
時
々
の
社
会
的
諸
条
件
に
つ
い
て
、
完
全
に

把
握
で
き
ず
、
そ
の
た
め
に
意
図
ど
お
り
の
結
果
を
必
ず
し
も
産
出
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
行
為
の
諸
条
件
と
意
図
せ
ざ
る
結
果
は
循
環
し

て
い
る
た
め
に
、
意
図
せ
ざ
る
結
果
は
、
つ
ぎ
の
行
為
の
条
件
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
り
、
行
為
者
は
常
に
認
識
不
可
能
で
不
確
定
な
条
件

が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
行
為
は
、
知
ら
れ
ざ
る
条
件
と
な
る
意
図
せ
ざ
る
結
果
を
必
然
的
に
産
み
出
す
ご

　
　
（
5
）

と
に
な
る
。
こ
の
循
環
は
、
先
述
し
た
誤
認
を
形
成
す
る
構
造
と
意
図
せ
ざ
る
結
果
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
構
造
が
、
メ
ダ
ル
の
表
裏
の
よ

う
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
ギ
デ
ン
ズ
の
概
念
化
し
て
い
る
行
為
者
は
、
思
考
が
状
況
を
再
帰
的
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
自
ら
の
行
為
を
綱
御
す
る
た
め
に
、
構
造
を

変
換
す
る
能
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
行
為
は
本
質
的
に
時
間
の
中
で
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
行
為
の
以
前
と
以
後
の
構
造

は
、
必
ず
し
も
岡
じ
も
の
で
は
な
く
変
容
す
る
可
能
性
を
も
つ
。
生
き
ら
れ
た
経
験
的
世
界
で
は
行
為
を
媒
介
に
し
て
、
構
造
化
が
常
に
既

に
継
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
自
分
の
考
え
を
伝
達
す
る
た
め
に
言
語
を
多
様
な
か
た
ち
に
変
換
し
て
使
用
す
る
プ
ロ
セ
ス
に

は
、
雷
語
構
造
（
ラ
ソ
グ
）
の
微
細
な
変
容
が
付
随
す
る
。
ひ
と
つ
の
言
語
に
時
代
ご
と
の
変
遷
が
あ
る
の
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
的
な
構
造
・
王

義
言
語
学
と
は
異
な
り
、
こ
の
よ
う
な
行
為
（
パ
ロ
ー
ル
）
と
構
造
（
ラ
ソ
グ
）
の
相
互
依
存
関
係
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



　
し
か
し
な
が
ら
、
所
与
の
構
造
の
同
一
性
が
恒
常
的
に
維
持
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
行
為
は
再
生
産
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
組
み
込
ま
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
構
造
と
は
、
行
為
を
産
出
す
る
変
換
の
機
制
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
行
為
は
、
隈
定
さ
れ
た
空
間
内
部
で
構
造

化
を
実
現
し
て
お
り
、
構
造
の
再
生
産
の
た
め
に
代
行
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
構
造
化
理
論
が
概
念
化
し
て
い

る
行
為
に
は
、
行
為
者
（
主
体
）
と
構
造
の
関
係
の
媒
介
的
役
割
が
強
調
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
あ
た
か
も
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
、
構
造
に
還

元
さ
れ
包
摂
さ
れ
て
い
く
も
の
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
行
為
の
目
的
と
結
果
の
間
に
あ
る
矛
盾
を
構
造
化
の
契
機
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、

社
会
秩
序
に
対
す
る
逆
機
能
的
な
行
為
す
ら
も
構
造
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
示
す
。
と
い
う
よ
り
も
、
ギ
デ
ソ
ズ
は
正
機
能
／
逆
機
能
と
い

う
区
別
を
廃
棄
す
る
こ
と
で
、
構
造
化
理
論
を
体
系
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
客
観
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
主
観
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
も
っ
て
い
た
欠
点
そ
の
も
の
を
、
構
造
を
生
産
し
続

け
る
契
機
と
し
て
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
行
為
を
媒
介
と
し
た
構
造
と
主
体
の
関
係
を
理
論
化
で
ぎ
た
の
は
、
ギ
デ
ソ
ズ
の
理
論
的
な
創
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
じ
ト
マ
ト
ン

と
い
え
よ
う
。
行
為
者
は
、
構
造
に
よ
っ
て
綱
御
さ
れ
て
い
る
自
動
人
形
で
は
な
い
が
、
認
知
能
力
に
基
づ
く
自
律
的
な
行
為
が
、
観
察
者

の
視
点
か
ら
み
れ
ぽ
、
構
造
の
再
生
産
に
結
果
的
に
従
事
し
て
い
る
と
い
う
逆
説
的
状
況
を
示
す
の
は
、
構
造
化
理
論
の
も
つ
独
特
の
着
想

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
ギ
デ
ン
ズ
は
、
き
わ
め
て
巧
妙
な
機
制
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
こ
の
理
論
を
ま
と
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
行
為
者

は
、
思
考
に
よ
る
判
断
を
ふ
ま
え
て
自
覚
的
に
行
為
を
遂
行
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
＝
疋
の
秩
序
を
備
え
る
構
造
の
再
生
産
に
寄

与
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
局
面
だ
け
を
み
れ
ば
、
奇
妙
な
予
定
調
和
で
あ
る
。
行
為
は
多
様
な
結
果
を
産
み
出
す
が
、
そ
の
多
様
性
が

構
造
を
散
逸
さ
せ
ず
に
、
構
造
の
（
再
）
生
産
に
加
担
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
自
覚
的
な
行
為
を
制
御
す
る
よ
う
な
メ
タ
レ
ベ
ル
の

社
会
的
構
造
が
あ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
構
造
の
再
生
産
の
分
析
に
別
の
視
角
を
導
入
す
る
な
ら
ぽ
、
思
考
に
基
づ
か
れ
た
行
為
で
は
な
く
、
む
し
ろ
無
思
考
的
な
か
た
ち
で
な
さ

れ
て
い
る
行
為
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ギ
デ
ン
ズ
は
、
行
為
者
の
認
知
能
力
が
及
ば
な
い
「
行
為
の
知
ら
れ
ざ
る
条
件
」
と

く
社
会
的
な
も
の
〉
と
く
個
人
的
な
も
の
〉
に
お
け
る
非
決
定
性
の
関
係
論

一
一
三
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「
意
図
せ
ざ
る
結
果
」
の
相
関
関
係
に
、
構
造
化
の
機
制
を
み
た
。
し
か
し
、
行
為
者
の
認
知
が
届
か
な
い
不
確
定
な
状
況
に
対
し
て
、
行

為
者
自
ら
が
獲
得
し
て
い
る
身
体
化
さ
れ
た
行
為
が
即
興
的
な
対
応
を
可
能
と
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

か
。　

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
実
践
ー
ブ
ル
デ
ュ
ー

　
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
社
会
学
は
、
ギ
デ
ソ
ズ
と
同
様
、
客
観
主
義
と
主
観
主
義
の
超
克
が
モ
テ
ィ
ー
フ
に
あ
り
、
ま
た
構
造
概
念
の
練
り
直
し

を
行
為
の
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
追
求
す
る
こ
と
か
ら
、
ギ
デ
ソ
ズ
の
構
造
化
理
論
と
の
類
似
性
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か

し
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
場
合
、
ギ
デ
ン
ズ
の
理
論
枠
組
み
で
は
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
な
い
行
為
の
別
の
側
面
、
つ
ま
り
思
考
を
伴
わ
な
い
慣

習
化
さ
れ
た
行
為
の
領
域
を
重
視
す
る
こ
と
で
、
ギ
デ
ン
ズ
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
ギ
デ
ソ
ズ
の
い
う
諸
個
人
の
「
認
知
能
力
」

に
基
づ
く
行
為
曽
。
鉱
o
o
は
「
プ
ラ
ク
シ
ス
弓
鎚
×
δ
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
実
践
概
念
に
類
似
し
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
い
う
「
慣
習
的

実
践
℃
最
欝
器
」
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
ブ
ラ
テ
イ
ツ
ク

　
ブ
ル
デ
ェ
ー
の
実
践
へ
の
注
目
は
、
北
ア
フ
リ
カ
・
マ
グ
レ
ブ
地
域
や
フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ア
ル
ン
地
方
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
と

お
し
て
得
た
知
見
に
基
づ
い
て
い
る
。
日
常
の
生
活
空
間
で
は
、
福
野
的
に
守
ら
れ
る
厳
密
な
公
理
系
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
｝

「
不
透
明
で
、
状
況
の
論
理
、
状
況
が
押
し
つ
け
る
砥
と
ん
ど
常
に
部
分
的
な
観
点
に
応
じ
て
変
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
実
践
的
図
式
」
が

あ
り
、
人
々
の
生
き
ら
れ
た
経
験
は
、
そ
れ
を
基
盤
に
し
て
産
出
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
偶
発
性
を
帯
び
た
不
確
定
な
状
況
は
、
霧
説
的
に

明
示
す
る
こ
と
も
、
意
識
的
に
自
覚
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
に
、
ギ
デ
ン
ズ
の
い
う
行
為
者
の
認
知
能
力
の
閾
を
超
え
て
い
る
。
た
だ

し
、
そ
の
理
由
は
行
為
者
の
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
行
為
の
知
ら
れ
ざ
る
条
件
と
の
循
環
関
係
に
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
行
為
者
を
取
り
巻
く

複
雑
な
状
況
そ
の
も
の
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
存
在
論
的
な
不
確
定
性
を
は
ら
ん
だ
不
透
明
な
状
況
に
対
し
て
は
、
構

造
・
王
義
的
な
観
察
者
だ
け
が
モ
デ
ル
化
で
き
る
構
造
が
、
諸
個
人
を
超
越
し
て
認
識
や
行
為
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
決
定
し
て
い
る
こ
と
に
も
な



ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
フ
ィ
ー
ル
ド
で
発
見
し
た
こ
と
は
、
構
造
主
義
人
類
学
が
「
規
範
」
と
み
な
し
て
き
た
平
行
イ
ト
コ

婚
が
、
実
際
に
は
き
わ
め
て
低
い
頻
度
数
で
し
か
確
認
さ
れ
ず
、
女
性
の
交
換
か
ら
導
出
さ
れ
る
よ
う
な
構
造
を
実
体
化
し
て
捉
え
ら
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
実
際
の
親
族
関
係
は
、
「
物
質
的
、
象
徴
的
利
潤
の
極
大
化
を
目
指
す
戦
略
体
系
内
で
の
そ
の
位
置
」
に
よ
っ
て

多
様
な
変
化
を
受
け
て
い
る
。
実
践
の
論
理
は
、
無
時
間
化
さ
れ
た
構
造
に
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
時
間
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
生

起
す
る
「
配
偶
者
間
の
系
譜
的
・
経
済
的
・
社
会
的
関
係
内
の
局
所
的
な
変
化
、
同
時
に
儀
礼
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
結
婚
の
社
会
的
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
社
会
的
機
能
の
な
か
で
の
変
化
」
に
影
響
を
被
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
常
生
活
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
前
に
し
て
み
え
て
く
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

は
、
「
完
全
に
首
尾
一
貫
し
て
い
る
こ
と
も
、
完
全
に
首
尾
一
貫
し
な
い
こ
と
も
、
め
っ
た
に
な
い
」
と
い
う
、
き
わ
め
て
曖
昧
で
は
あ
る

が
、
し
か
し
実
践
の
論
理
が
示
す
柔
軟
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
践
を
産
出
す
る
基
盤
を
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
「
ハ
ビ
ト
ウ
ス
げ
鋤
げ
謬
¢
ω
」

と
い
う
術
語
に
よ
っ
て
概
念
化
す
る
が
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

　
　
「
ハ
ピ
ト
ゥ
ス
と
は
、
持
続
性
を
も
つ
変
換
可
能
な
心
的
諸
傾
向
9
ω
℃
o
ω
錠
。
器
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
構
造
化
す
る
構
造
ω
時
9
・

　
　
貯
話
ω
ω
鍾
二
〇
貯
茜
暮
Φ
ω
と
し
て
、
つ
ま
り
実
践
と
表
象
の
産
出
・
組
織
の
原
理
と
し
て
機
能
す
る
傾
向
を
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る
構
造

　
　
化
さ
れ
た
構
造
ω
霞
8
叶
蚤
Φ
ω
ω
霞
8
9
融
Φ
ω
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
実
践
と
表
象
と
は
、
そ
れ
ら
が
向
か
う
目
標
に
客
観
的
に
適
応
さ
せ

　
　
ら
れ
う
る
が
、
た
だ
し
目
的
の
意
識
的
な
思
考
や
、
当
の
目
的
に
達
す
る
た
め
に
必
要
な
操
作
を
明
白
な
形
で
会
得
し
て
い
る
こ
と
を

　
　
前
提
し
て
は
い
な
い
。
実
践
と
表
象
は
ま
た
、
客
観
的
に
「
調
整
を
受
け
み
伽
q
一
α
」
「
規
則
的
み
ひ
q
巳
岡
興
」
で
あ
り
う
る
が
、
い
か
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
点
で
も
規
則
み
α
q
冷
へ
の
従
属
の
産
物
で
は
な
い
」
。

　
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
行
為
の
様
態
は
、
行
為
者
が
経
済
的
な
利
潤
や
、
地
位
や
名
誉
の
よ
う
な
象
徴
資
本
を
獲
得
す

る
た
め
に
能
動
的
に
実
践
に
取
り
掛
か
り
な
が
ら
も
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
複
雑
な
状
況
下
で
無
思
考
的
な
即
興
を
可
能
に
す
る
ハ
ビ
ト
ゥ

ス
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
自
体
も
そ
う
し
た
実
践
の
蓄
積
に
よ
っ
て
再
帰
的
に
構
造
化

さ
れ
て
い
る
。
構
造
主
義
の
「
構
造
」
が
、
当
事
者
と
無
関
係
に
存
在
し
、
主
体
の
認
識
や
行
為
を
機
械
的
に
決
定
す
る
こ
と
を
示
し
て
し

く
社
会
的
な
も
の
V
と
く
個
人
的
な
も
の
V
に
お
け
る
非
決
定
性
の
関
係
論

一
一
五
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一
一
六

ま
う
の
と
は
異
な
り
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
「
構
造
化
す
る
構
造
化
さ
れ
た
構
造
」
と
い
う
両
義
性
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
、
行

為
者
は
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
支
え
が
な
け
れ
ば
状
況
に
臨
機
応
変
に
対
応
し
え
な
い
と
同
時
に
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
自
体
も
実
践
が
堆
積
し
て
い
く
な

か
で
は
じ
め
て
組
成
し
実
体
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
実
践
の
関
係
は
相
互
に
規
定
し
合
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
行
為

者
は
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
再
生
産
し
て
い
る
と
は
い
え
、
単
に
従
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が
単
純
な
社
会
決
定
論
と
・
王
意
主
義
（
自
由
意
憲
論
）
の
い
ず
れ
を
も
回

避
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
効
力
が
お
よ
ぶ
範
囲
は
、
階
級
や
家
族
の
よ
う
な
関
係
性
が
再
生
産
さ
れ
て
い
る
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
的
環
境

に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
ハ
ピ
ト
ゥ
ス
は
、
日
常
の
生
活
空
疑
に
お
い
て
他
者
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

徐
々
に
身
体
化
さ
れ
習
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
実
践
の
や
り
方
だ
け
で
な
く
、
動
機
や
目
的
に
も
一
定
の
鰯
約
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
行
為
巻
は
、
経
済
資
本
や
象
徴
資
本
の
極
大
化
を
意
識
的
に
目
指
す
と
し
て
も
、
そ
れ
は
所
属
し
て
い
る
意
味
世
界
に
お
い
て
成
員
に

共
有
さ
れ
、
承
認
さ
れ
て
い
る
価
値
体
系
に
準
拠
し
て
い
る
。
行
為
者
の
判
断
は
、
た
と
え
ぽ
地
位
や
名
誉
の
内
実
が
社
会
的
、
象
徴
的
価

値
に
よ
っ
て
常
に
既
に
分
節
化
さ
れ
、
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
動
機
自
体
も
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
産
物
と
な
る
。
端
的
に
は
、
実
践
の
目

的
や
願
望
は
、
所
与
の
社
会
内
で
の
実
現
可
能
性
に
応
じ
て
客
観
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
当
事
者
は

「
自
ら
の
在
り
様
」
に
照
応
し
た
実
現
可
能
性
の
高
い
行
為
を
選
択
す
る
傾
向
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
判
断
を
あ
た
か
も
内
発
的

で
自
然
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
誤
認
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
ブ
ル
デ
ュ
！
が
い
う
よ
う
に
「
実
践
を
説
明
で
き
る
の
は
た
だ
、
実
践
を
産
み
出
し
た
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が
構
成
さ
れ
る
場
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

な
す
社
会
的
諸
条
件
と
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が
効
力
を
発
揮
す
る
場
で
あ
る
社
会
的
諸
条
件
と
を
関
連
さ
せ
る
時
だ
け
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

実
践
の
可
能
領
域
は
限
定
的
で
あ
る
之
と
を
意
昧
し
て
い
る
。
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
限
定
的
な
「
場
。
冨
曇
唱
」
（
た
と
え
ば
、
階
級
や
家
族
、
宗

教
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
芸
術
、
政
治
な
ど
の
世
界
）
と
結
び
つ
い
て
、
は
じ
め
て
実
践
の
目
的
意
識
と
そ
の
や
り
方
が
合
致
す

る
の
で
あ
る
。
ハ
ピ
ト
ゥ
ス
が
、
実
践
を
「
構
造
化
す
る
」
構
造
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
践
に
よ
っ
て
「
構
造
化
さ
れ
る
」
構
造
で
あ
る
と



い
う
こ
と
は
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
に
は
実
践
の
動
機
付
け
に
関
わ
っ
て
い
る
側
面
と
、
そ
の
や
り
方
に
関
わ
っ
て
い
る
側
面
が
あ
る
こ
と
を
指
し

て
い
る
と
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
ふ
た
つ
の
側
面
が
整
合
的
に
一
致
す
る
の
は
、
行
為
者
の
実
践
が
場
に
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

属
し
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
な
条
件
と
な
る
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
、
そ
れ
を
「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
×
資
本
＋
汚
目
実
践
」
と
定
式
化
し
て
い
る
。
行

為
者
は
け
っ
し
て
「
合
理
的
　
鎚
鋤
。
匿
Φ
こ
な
思
考
に
よ
っ
て
実
践
を
お
こ
な
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
結
果
的
に
「
理
に
懸
っ
た

鑓
δ
o
ヨ
鋤
三
Φ
」
も
の
と
な
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
場
で
も
構
わ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ぽ
、
共
同
体
の
外
部
か
ら
き
た
「
よ
そ
者
」

が
、
そ
の
場
の
価
値
体
系
に
依
拠
し
て
状
況
の
判
断
や
実
践
の
目
的
を
構
成
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
実
践
が
理
に
適
わ
ず
齪
齢
を
き
た
す
と

す
れ
ば
、
認
知
と
実
践
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
状
況
に

応
じ
た
無
際
限
の
変
換
可
能
性
を
も
つ
と
は
い
え
、
そ
の
一
貫
性
が
効
力
を
も
つ
磁
場
は
、
相
対
的
に
自
律
し
た
環
境
内
部
に
限
定
さ
れ
て

い
る
。
諸
黒
人
が
身
に
つ
け
て
い
る
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
、
成
員
が
外
部
に
出
る
こ
と
も
、
外
部
か
ら
異
質
な
も
の
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
も
困
難

に
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
異
な
る
社
会
的
諸
条
件
を
も
つ
場
の
相
互
交
流
を
阻
害
す
る
排
他
性
を
本
質
的
に

備
え
て
い
る
。
換
言
す
れ
ぽ
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
固
有
の
場
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
て
い
る
と
呼
時
に
、
そ
の
場
を
再
生
産
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
た
と
え
ぽ
、
階
級
差
別
や
女
性
差
別
、
人
種
差
別
の
よ
う
な
支
配
一
被
支
配
関
係
が
再
生
産
さ
れ
続
け
る
の
は
、
場
を
再
生
産
す
る
ハ

ビ
ト
ゥ
ス
の
持
続
性
が
大
き
な
原
因
で
あ
る
。
現
行
の
体
制
を
打
破
し
改
変
し
よ
う
と
す
る
平
等
主
義
や
解
放
思
想
が
、
言
説
空
間
に
お
い

て
い
か
に
正
当
性
を
得
よ
う
と
も
、
既
存
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
身
体
化
さ
れ
た
生
活
様
式
は
、
支
配
側
だ
け
で
な
く
被
支
配
側
に
も
自

然
化
さ
れ
て
持
続
す
る
た
め
に
、
現
実
の
変
革
は
達
成
さ
れ
が
た
い
の
で
あ
る
。

二
　
再
生
産
と
創
造
、
あ
る
い
は
ふ
た
つ
の
主
体
化

ブ
ル
デ
ュ
ー
の
社
会
批
判
の
立
場

ギ
デ
ン
ズ
と
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
議
論
を
と
お
し
て
提
示
さ
れ
た
こ
と
は
、

社
会
と
個
人
が
実
践
を
媒
介
と
し
て
相
互
規
定
関
係
に
あ
る
と
い

〈
社
会
的
な
も
の
〉
と
く
個
人
的
な
も
の
〉
に
お
け
る
非
決
定
性
の
関
係
論

一
七
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八

う
こ
と
だ
っ
た
。
諸
二
人
の
認
識
や
行
為
は
、
一
定
の
能
動
性
を
も
っ
て
白
律
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
主
体
性
は
結
果
的

に
社
会
構
造
の
再
生
産
に
加
担
し
て
い
る
と
い
う
逆
説
を
も
つ
た
め
に
、
構
造
そ
の
も
の
の
変
動
が
い
か
に
起
こ
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
か

も
同
時
に
確
認
さ
れ
る
。

　
た
と
え
ぽ
階
級
構
造
の
維
持
は
、
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
強
舗
や
抑
圧
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
対
抗
文
化
自
体
が
積
極
的

に
関
わ
っ
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
。
ポ
ー
ル
・
ウ
ィ
リ
ス
の
『
労
働
の
た
め
の
学
習
卜
§
§
帖
薦
ミ
ト
S
o
ミ
』
（
邦
題
『
ハ
マ
ー
タ
ウ
ン
の

野
郎
ど
も
一
学
校
へ
の
反
抗
労
働
へ
の
順
応
』
）
が
、
実
証
的
に
論
じ
た
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
イ
ギ
リ

ス
労
働
者
階
級
の
男
子
生
徒
数
名
へ
の
聞
き
取
り
を
中
心
に
編
ま
れ
た
こ
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
、
学
校
教
育
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
対

抗
文
化
が
、
実
際
に
は
階
級
構
造
の
再
生
産
の
プ
ロ
セ
ス
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
労
働
者
階
級
の
生
徒
が
下
層
の

肉
体
労
働
に
就
く
こ
と
に
な
る
の
は
、
学
校
教
育
に
不
本
意
な
が
ら
も
落
ち
こ
ぼ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
学
校
文
化
と
「
知

的
」
労
働
を
疑
価
し
、
肉
体
労
働
を
賛
美
す
る
対
抗
文
化
の
な
か
で
、
自
ら
の
職
業
と
し
て
積
極
的
に
選
び
取
っ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
が
析

出
さ
れ
る
。
G
・
マ
ー
カ
ス
が
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
「
学
校
で
上
層
階
級
の
教
え
込
み
に
対
す
る
反
抗
が
生
み
だ
し
た
文
化
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

は
、
皮
肉
に
も
、
卒
業
後
、
彼
ら
が
工
場
労
働
者
と
し
て
の
生
活
に
順
応
す
る
た
め
の
適
応
手
段
」
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
労
働
者
階
級
の

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
、
学
校
文
化
に
順
応
す
る
こ
と
に
価
値
を
見
い
だ
さ
ず
、
「
知
的
」
労
働
を
つ
ま
ら
な
い
「
ペ
ン
先
の
仕
事
」
と
み
な
し
、

逆
に
肉
体
労
働
を
真
に
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
と
し
て
進
ん
で
選
び
取
っ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
が
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
労
働
者
階
級

と
そ
れ
を
含
み
込
む
階
級
構
造
を
維
持
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
支
配
文
化
へ
の
抵
抗
の
文
化
は
、
「
自
由
と
満
足
と
体
制
離
脱
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
騒
）

表
現
し
、
同
時
に
他
方
で
は
労
働
す
る
人
び
と
を
搾
取
と
抑
圧
の
制
度
に
封
じ
こ
め
る
」
と
い
う
一
晃
相
矛
盾
す
る
事
態
を
両
立
さ
せ
て
い

る
機
制
の
一
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
ブ
ル
デ
ュ
ー
も
ま
た
ウ
ィ
リ
ス
と
同
様
の
観
点
か
ら
、
「
抵
抗
が
疎
外
的
た
り
う
る
し
、
服
従
が
解
放
的
た
り
う
る
」
場
合
が
あ
る
と
い

う
逆
説
を
十
分
に
承
知
し
て
い
る
。
支
配
や
権
威
へ
の
抵
抗
が
結
果
的
に
自
ら
を
従
属
の
位
置
へ
と
自
発
的
に
赴
か
せ
る
こ
と
に
な
り
得
る



し
、
逆
に
支
配
文
化
の
教
養
や
学
問
を
追
従
し
、
そ
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
に
阿
る
結
果
が
、
立
身
出
世
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
解
放
を
導
く
こ
と

も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ブ
ル
デ
ュ
ー
に
と
っ
て
の
支
配
構
造
に
抵
抗
す
る
方
法
は
、
対
抗
文
化
の
形
成
で
は
な
く
、
支
配
文

化
内
部
で
そ
の
論
理
に
則
っ
た
闘
争
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
付
言
す
れ
ぽ
、
以
上
の
よ
う
な
立
場
は
、
当
事
者
の
・
王
観
的
判
断
を
分
析
対
象
に
し
、
そ
れ
を
客
観
的
な
社
会
構
造
の
な
か
で
捉
え
返
し
、

客
観
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
の
導
い
た
社
会
構
造
の
恒
常
性
、
あ
る
い
は
社
会
変

動
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
前
に
す
る
と
き
、
自
ら
の
布
置
関
係
を
相
対
化
し
、
現
状
の
客
観
的
認
識
に
徹
す
る
い
わ
ゆ
る
社
会
学
的

啓
蒙
こ
そ
が
、
良
く
も
悪
し
く
も
、
と
り
あ
え
ず
要
請
さ
れ
る
べ
き
手
続
き
と
な
る
の
だ
ろ
う
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
的
な
社
会
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
が
採
り
う
る
社
会
批
判
の
立
場
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
迂
回
戦
略
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
「
主
観
性
の
場
所
と
称
さ
れ
る
も
の
（
例
え
ば
、
思
考
・
知
覚
・
評
価
の
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
わ
や
る
客
観
的
世

　
　
界
の
表
象
の
思
考
さ
れ
ざ
る
原
理
で
あ
る
）
に
取
り
愚
く
客
観
性
を
客
観
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
実
の
自
己
再
獲
得
を
可
能
に
す
る
。

　
　
〔
…
…
〕
社
会
学
は
、
諸
制
約
の
自
覚
を
も
っ
て
す
る
他
は
な
い
に
せ
よ
、
主
体
と
い
う
何
も
の
か
の
構
築
〔
…
…
〕
に
役
立
つ
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
つ
の
手
段
、
お
そ
ら
く
は
唯
一
の
手
段
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
」
。

　
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が
自
己
の
認
識
や
行
為
に
背
後
か
ら
重
く
伸
し
掛
か
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
を
客
観
的
に
提
示
す
る
こ
と
が
、
翻
っ
て
主
体

イ
コ
ー
ル
従
属
で
は
な
く
、
豪
語
の
判
断
が
自
己
に
よ
る
も
の
と
な
る
自
律
し
た
主
体
の
実
現
の
た
め
の
道
を
拓
く
と
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

た
だ
し
、
こ
れ
が
「
理
性
の
現
実
政
治
」
を
唱
え
る
ブ
ル
デ
ュ
ー
社
会
学
の
示
唆
す
る
重
要
な
戦
略
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、

批
判
的
実
践
の
有
効
な
手
段
に
な
り
う
る
の
か
は
、
留
保
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
い
え
る
こ
と
は
、
「
服
従
が
解
放
た
り
う

る
」
と
い
う
状
況
は
、
単
に
諸
個
人
の
ミ
ク
ロ
な
位
相
で
の
階
層
移
動
を
示
す
の
で
あ
っ
て
、
マ
ク
ロ
な
階
層
構
造
そ
の
も
の
は
解
消
さ
れ

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
い
う
意
味
で
の
抵
抗
が
、
支
配
文
化
の
論
理
内
で
の
真
理
の
生
産
を
め
ぐ
る
闘
争
に
し
か
あ
り

得
な
い
と
す
る
主
張
は
、
普
遍
性
や
権
威
、
正
統
、
中
心
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
承
認
す
る
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
払
っ

〈
社
会
的
な
も
の
〉
と
く
個
人
的
な
も
の
〉
に
お
け
る
非
決
定
性
の
関
係
論

一
一
九
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て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　
主
体
の
構
築
性
と
決
定
性

　
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
、
実
践
の
も
つ
再
生
産
の
機
制
を
乗
り
越
え
る
手
段
と
し
て
、
結
果
的
に
ギ
デ
ン
ズ
的
な
行
為
老
の
認
知
能
力
が
も
つ
普

遍
的
理
性
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
個
人
の
存
立
条
件
が
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
い
う
無
思
考
的
位
栢
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
そ
れ
を
箪
笥
人
が
思
考
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
根
本
的
な
ア
ポ
リ
ア
に
陥
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
構
造
主
義
や

構
築
主
義
の
直
面
す
る
苦
境
と
岡
じ
く
、
社
会
体
制
を
瓦
解
さ
せ
る
方
途
を
そ
の
体
鰯
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
主
体
自
身
に
求
め
る
こ
と
が

果
た
し
て
可
能
な
の
か
と
い
う
原
理
的
な
疑
義
が
立
て
ら
れ
る
の
だ
。

　
と
は
い
え
、
ブ
ル
デ
ェ
ー
の
主
張
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
検
討
す
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
以
上
の
問
題
は
必
ず
し
も
矛
盾
で
は
な
く
、
そ
の

試
み
も
不
可
能
な
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
社
会
批
判
の
姿
勢
が
必
ず
し
も
重
要
で
は
な
い
こ
と
も
同

時
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
社
会
構
造
に
規
定
さ
れ
て
い
る
憲
体
が
、
そ
の
社
会
構
造
を
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
先
の
ア
ポ
リ
ア
が
擬
似
的
な
問
題
で

あ
る
の
は
、
端
的
に
い
う
と
、
そ
も
そ
も
・
王
体
化
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
決
し
て
完
遂
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
主
体
化
と
い
う
概
念

と
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
脈
に
沿
っ
て
示
せ
ば
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が
諸
個
人
に
習
得
さ
れ
、
主
体
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
算
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
諸
個
人
が
構
築
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
岡
義
で
は
な
い
こ
と
を
、
ま
ず
確
認
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
決
定
性
と
構
築
性
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
状
態
を
指
す
と
い
っ
て
も
よ
い
。
つ
ま
り
、
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
性
質
は
、

個
人
の
各
々
の
行
為
が
社
会
構
造
に
関
与
す
る
効
果
や
は
た
ら
き
か
け
の
不
可
能
性
を
示
す
が
、
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
性
質
は
、
む
し

ろ
社
会
体
綱
に
関
与
す
る
行
為
の
可
能
性
で
あ
り
、
そ
う
し
た
行
為
の
条
件
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
習
得
の
な
か
で
の
主
体
化
の
契
機
に
つ
い
て
み
れ
ぽ
、
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
と



な
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が
習
得
さ
れ
る
契
機
は
模
倣
行
為
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
習
得

も
模
倣
か
ら
始
ま
る
が
、
そ
れ
は
抽
象
モ
デ
ル
の
模
倣
で
は
な
く
、
つ
ね
に
異
体
的
な
他
者
の
し
ぐ
さ
や
発
話
の
模
倣
で
あ
る
。
も
し
仮
に

一
般
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
を
模
倣
す
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
そ
こ
に
は
対
象
を
解
釈
す
る
模
倣
者
自
身
の
思
考
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、

ひ
と
は
単
に
他
者
の
身
振
り
や
言
葉
を
無
思
考
的
に
繰
り
返
し
て
学
ぶ
1
1
真
似
ぶ
。
こ
の
場
合
の
習
得
と
は
、
身
体
的
・
物
質
的
な
位
相
が
、

心
的
・
観
念
的
位
相
に
変
換
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
模
倣
は
つ
ね
に
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
諸
個
人
の
思
考
は
必
要
な

要
素
と
し
て
要
請
さ
れ
ず
、
あ
ら
か
じ
め
主
体
は
定
点
と
し
て
の
位
置
を
保
証
さ
れ
て
は
い
な
い
。
た
と
え
ぽ
、
儀
礼
は
た
だ
定
型
の
所
作

を
お
こ
な
う
こ
と
自
体
が
目
的
で
あ
る
模
倣
行
為
で
あ
り
、
そ
の
際
、
個
人
主
体
は
行
為
に
先
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
儀
礼
の
端
緒
は
そ
れ

が
反
復
さ
れ
る
こ
と
自
体
を
、
同
語
反
復
的
に
先
取
り
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
主
体
ω
⊆
9
Φ
9
の
語
源
で
あ
る
ω
¢
豆
Φ
o
ε
ヨ
に
は
、
も
と

も
と
「
基
体
ω
環
げ
ω
け
茜
軍
監
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
が
あ
っ
た
が
、
儀
礼
や
模
倣
に
お
い
て
、
こ
の
基
体
の
位
置
に
あ
る
と
い
え
る
の
は
、
反

復
の
形
式
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
持
続
し
て
い
る
た
め
に
持
続
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
み
ら
れ
る
伝
統
主
義
的
論
理
が
そ
れ
に
あ

た
る
。
あ
る
い
は
、
貨
幣
が
交
換
さ
れ
る
の
が
、
そ
れ
が
交
換
可
能
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
と
い
う
転
倒
の
論
理
を
例
に
挙
げ
る
こ
と
も
で

き
濯
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
自
己
言
及
性
を
も
つ
儀
礼
の
同
語
反
復
の
論
理
は
、
貨
幣
が
そ
れ
自
体
に
内
在
す
る
価
値
ゆ
え

に
交
換
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
交
換
可
能
性
が
先
取
り
さ
れ
る
こ
と
で
交
換
価
値
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
と
岡
じ
く
、
儀
礼
の
内
容
自
体
に

そ
れ
が
反
復
さ
れ
る
本
質
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
儀
礼
的
所
作
が
繰
り
返
さ
れ
る
理
由
を
、
そ
れ
が
理
に
適
つ
た
正
当
な
も
の
で
あ

る
こ
と
に
雷
及
す
る
よ
う
な
認
識
の
合
理
化
は
、
儀
礼
の
与
え
る
秩
序
に
ひ
と
を
自
発
的
に
従
わ
せ
る
た
め
に
事
後
的
に
生
み
だ
さ
れ
る
錯

覚
で
あ
り
誤
認
で
あ
る
。

　
あ
る
儀
礼
行
為
を
方
向
づ
け
て
い
る
主
体
匹
基
体
が
、
反
復
と
い
う
形
式
に
帰
着
す
る
こ
と
は
、
行
為
性
に
と
っ
て
、
諸
個
人
の
主
体
性

は
ア
プ
リ
オ
リ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
諸
個
人
の
主
体
性
は
、
行
為
の
プ
ロ
セ
ス
が
も
つ
効
果
と
し
て
そ
の
都
度
、
派
生
的

に
構
築
さ
れ
、
書
き
直
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
行
為
を
発
生
さ
せ
る
基
盤
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

〈
社
会
的
な
も
の
〉
と
く
個
人
的
な
も
の
〉
に
お
け
る
非
決
定
性
の
関
係
論

一
一
＝
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む
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
単
に
模
倣
や
儀
礼
、
貨
幣
の
流
通
の
み
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
行
為
一
般
が
共
有
す
る
性
質
と
い
え
る
。
諸

個
人
の
身
体
が
お
こ
な
う
言
語
行
為
や
身
振
り
そ
の
も
の
は
、
特
定
の
行
為
者
が
発
案
し
た
も
の
で
は
な
く
、
既
に
先
行
し
て
存
在
し
て
い

る
も
の
の
反
復
で
あ
る
。
行
為
者
は
、
状
況
に
応
じ
て
既
存
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
分
節
化
し
て
模
倣
目
引
用
す
る
。
諸
個
人
は
先
行
し
て
い
る

な
に
も
の
か
を
流
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
模
倣
の
な
か
で
行
為
に
備
わ
る
変
換
可
能
な
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
文
字
ど
お
り
体
得
し
、
主
体

化
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
・
王
体
が
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
為
を
あ
ら
か
じ
め
決
定
す
る
の
で
も
不
可
能
に
す
る
の
で
も
な
く
、

逆
に
行
為
を
可
能
に
す
る
条
件
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
反
復
の
形
式
に
は
、
時
間
と
状
況
と
の
交
錯
の
な
か
で
、
言
葉
や
所

作
の
断
片
が
そ
れ
ま
で
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
切
り
離
さ
れ
配
置
が
変
わ
る
ア
レ
ン
ジ
メ
ソ
ト
に
よ
っ
て
、
新
た
に
異
な
る
効
果
を
現
実
化

す
る
プ
ロ
セ
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
る
時
間
や
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
接
合
す
る
こ
と
で
編
成
し
直
さ
れ
る
断
片
に

は
、
そ
れ
ま
で
現
働
し
て
い
た
意
味
と
は
違
う
効
果
を
顕
在
化
さ
せ
る
力
が
潜
勢
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
体
制
の
な
か
で
構
築
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
欄
人
が
、
能
動
的
な
行
為
を
自
律
的
に
起
こ
す
主
体
腫
基
体
と
な
る
こ
と
を

希
求
し
、
自
ら
を
規
定
す
る
体
験
か
ら
の
絶
対
的
な
自
由
を
求
め
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
達
成
不
篤
能
な
幻
想
に
陥
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
問
題
の
焦
点
に
す
べ
き
は
、
主
体
の
行
為
を
産
出
し
た
既
存
の
体
制
の
起
源
や
正
当
な
根
拠
で
も
な
く
、
ま
た
傾
人
の
能
動
性

や
創
造
性
の
有
無
で
も
な
く
て
、
行
為
の
遂
行
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。
・
童
体
化
が
完
結
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
、
行
為
の
反
復
に
開
か

れ
て
い
る
こ
と
は
、
行
為
を
規
定
し
た
り
起
点
と
な
る
よ
う
な
基
盤
に
遡
及
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
を
意
饗
し
て
い
る
。
先
述
の
と
お
り
、

行
為
の
遂
行
と
は
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
で
あ
り
、
つ
ね
に
既
存
の
も
の
か
ら
の
微
細
な
ズ
レ
（
差
異
化
）
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
を
潜
在
さ
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
構
築
さ
れ
て
い
る
も
の
の
模
倣
聾
引
用
の
や
り
方
の
中
に
、
社
会
秩
序
の
動
揺
や
瓦
解
の
契
機
を
見

い
だ
す
こ
と
の
薄
能
性
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て
こ
の
契
機
に
お
い
て
こ
そ
、
単
に
社
会
に
従
属
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
た
ち
で
の
「
主
体

化
」
が
生
起
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
し
て
逆
に
、
あ
る
行
為
が
既
存
の
秩
序
を
維
持
し
強
化
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
や
り
方
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
た
と
え
ば
、



ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
！
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
侮
蔑
発
言
に
は
、
既
に
存
在
す
る
侮
蔑
語
自
体
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
使
用
し
た
の
か
と
い
う
発
話
者
の
責
任
が
問
わ
れ
る
。

　
　
「
侮
蔑
発
雷
を
す
る
人
は
、
侮
蔑
発
言
を
ど
う
反
復
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
ま
た
侮
蔑
発
言
に
再
び
活
力
を
与
え
た
と
い
う

　
　
こ
と
に
対
し
て
、
ま
た
侮
蔑
し
傷
つ
け
る
文
脈
を
ふ
た
た
び
作
っ
た
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
責
任
が
あ
る
。
話
者
の
責
任
は
、
無
か
ら

　
　
言
語
を
作
り
な
お
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
の
発
言
を
綱
約
し
、
同
時
に
そ
れ
を
青
馬
に
さ
せ
て
い
る
言
語
使
用
の
慣
行
を

　
　
う
ま
く
扱
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
種
の
責
任
感
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
最
初
か
ら
純
粋
な
存
在
な
ど
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
く
、
自
分
が
使
う
言
語
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
」
。

　
以
上
の
バ
ト
ラ
ー
の
指
摘
か
ら
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
意
図
に
反
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
諸
個
人
の
行
為
に
社
会
体
制
に
対
す
る
な
ん
ら
か
の

関
与
－
再
生
産
の
場
合
も
あ
れ
ぽ
、
転
覆
や
破
壊
の
場
合
も
含
ま
れ
る
一
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
階
級
構
造
の
よ
う

な
社
会
体
綱
そ
の
も
の
を
争
点
に
お
く
大
文
字
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
し
て
の
「
理
性
の
現
実
政
治
」
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
存
在
被
拘
束

的
な
思
考
や
行
為
の
存
立
条
件
に
対
し
て
、
個
々
が
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
が
問
題
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
主
体
の
思
考
能
力
は
、

模
倣
や
反
復
の
行
為
を
ど
の
よ
う
な
文
脈
の
な
か
に
接
合
す
る
の
か
と
い
う
現
場
の
暫
定
的
な
倫
理
や
、
い
か
な
る
効
果
を
生
み
だ
し
た
の

か
と
い
う
ミ
ク
ロ
な
政
治
的
責
任
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
こ
う
し
た
問
題
設
定
は
、
行
為
の
基
盤
に
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

及
す
る
こ
と
な
し
に
、
行
為
の
遂
行
に
対
す
る
批
判
や
異
議
申
し
立
て
の
場
を
つ
ね
に
開
い
て
お
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
中
間
に
あ
る
関
係

　
さ
て
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
は
必
ず
し
も
社
会
批
判
の
た
め
に
必
要
な
主
体
の
可
能
性
を
模
索

す
る
試
み
で
は
な
い
。
社
会
と
個
入
の
関
係
を
捉
え
直
す
こ
と
を
課
題
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ギ
デ
ン
ズ
や
ブ
ル
デ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
ラ
テ
イ
ツ
ク

ー
の
社
会
理
論
の
検
討
を
と
お
し
て
得
ら
れ
る
知
見
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
行
為
や
慣
習
的
実
践
を
媒
介
と
し
た
社
会
と
個
人
の
相
互
依
存
関

〈
社
会
的
な
も
の
V
と
く
個
人
的
な
も
の
〉
に
お
け
る
非
決
定
性
の
関
係
論

一
二
三
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係
で
あ
り
、
そ
こ
で
得
ら
れ
る
主
体
性
の
復
権
と
は
構
造
の
再
生
産
に
能
動
的
に
加
担
す
る
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
だ
っ

た
。　

こ
う
し
た
認
識
に
い
た
り
、
し
か
も
社
会
的
不
平
等
の
再
生
産
が
厳
然
と
示
さ
れ
る
場
合
に
は
、
自
己
の
認
識
や
行
為
を
産
出
す
る
基
盤

そ
の
も
の
の
瓦
解
や
転
覆
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
模
索
す
る
こ
と
も
必
然
的
に
要
請
さ
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
よ
う
に
、
社
会
批

判
の
拠
点
と
し
て
「
理
性
の
現
実
政
治
」
を
唱
え
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
前
節
で
論
じ
た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
大
上
段
か
ら
な
さ
れ
る
社
会
批
判
の
た
め
の
理
路
を
探
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
構
造
や
ハ

ビ
ト
ゥ
ス
と
い
っ
た
行
為
の
基
盤
を
措
定
し
た
り
、
あ
る
い
は
個
人
の
主
体
性
に
遡
及
す
る
必
要
の
な
い
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
行
為
の
効
果
自
体
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
論
理
を
同
時
に
導
き
出
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、

行
為
者
の
背
後
に
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
想
定
し
て
、
行
為
や
そ
の
結
果
を
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
や
社
会
体
制
に
収
赦
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
で

は
な
く
、
行
為
の
遂
行
性
が
問
題
の
争
点
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
を
単
に
社
会
と
個
人
を
媒
介
す

る
も
の
と
み
な
す
こ
と
に
も
、
行
為
の
意
味
づ
け
効
果
を
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
に
帰
責
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
ら
ず
、
社
会
的
諸
条
件
の
な
か
で
ど
の

よ
う
に
そ
れ
を
使
用
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
概
存
の
秩
序
の
形
成
機
序
に
対
す
る

ブ
ル
デ
ュ
ー
的
批
判
や
変
革
、
転
覆
の
試
み
が
、
自
己
の
解
放
や
自
発
性
の
園
復
を
無
条
件
に
意
味
す
る
の
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
自
明
で

は
な
い
。
要
す
る
に
、
「
主
体
性
の
復
権
」
を
問
題
の
中
心
に
お
く
よ
う
な
こ
と
は
枢
要
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
少
し
観
点
を
変
え
れ
ば
、
「
主
体
性
の
復
権
」
を
模
索
す
る
企
図
は
、
社
会
と
個
入
が
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
存
在
と
し

て
捉
え
る
両
項
の
外
在
的
関
係
を
前
提
に
す
る
こ
と
で
引
き
出
さ
れ
る
も
の
と
い
え
る
。
ギ
デ
ン
ズ
と
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
論

脈
で
は
あ
っ
た
が
、
社
会
が
な
ん
ら
か
の
拘
束
力
を
も
っ
た
影
響
を
個
人
に
与
え
、
個
人
も
同
様
に
社
会
の
構
成
に
加
担
し
て
い
る
と
い
う

相
互
依
存
に
あ
る
二
項
の
外
在
的
関
係
の
仕
組
み
を
理
論
化
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
分
析
手
続
き
上
、
こ
の
よ
う
な
二
項
図
式
が
ア
プ

リ
オ
リ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
行
為
や
実
践
が
社
会
と
個
人
の
媒
介
と
な
る
よ
う
に
概
念
化
さ
れ
、
行
為
者
の
主
体
性
が
問
題
構
制



の
争
点
に
お
か
れ
る
。
し
か
し
、
社
会
と
個
人
が
す
で
に
構
築
さ
れ
て
い
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
変
化
は
社
会
や
個
人

に
雷
及
さ
れ
る
か
た
ち
で
回
顧
的
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
で
あ
れ
ぽ
、
変
化
を
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
も
つ
変
換
可
能
性
に
起

因
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
還
元
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
社
会
構
造
あ
る
い
は
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
に
変
容
が
あ
る
と
み
な
さ
れ

て
も
、
各
項
の
個
別
の
同
一
性
は
あ
ら
か
じ
め
確
保
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
個
人
の
主
体
性
と
社
会
秩
序
の
再
生
産
構
造
を
両
立
さ
せ
る
よ

う
な
理
論
体
系
を
苦
心
し
て
練
り
上
げ
る
作
業
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

　
と
は
い
え
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
と
ギ
デ
ン
ズ
の
社
会
理
論
が
対
象
と
し
て
い
た
社
会
が
、
限
定
的
で
恒
常
性
を
も
っ
た
社
会
形
態
で
あ
る
た
め

に
、
彼
ら
の
理
論
が
有
効
性
を
も
っ
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ブ
ル
デ
ェ
ー
は
北
ア
フ
リ
カ
の
カ
ビ
リ
ア
や
南
仏
の
ベ

ア
ル
ン
地
方
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
社
会
や
、
階
級
・
家
族
・
芸
術
な
ど
の
限
定
的
な
「
場
。
ゴ
鋤
ヨ
O
」
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
お
り
、

ギ
デ
ン
ズ
は
産
業
社
会
を
対
象
に
し
て
き
た
。
端
的
に
い
っ
て
、
こ
れ
ら
の
社
会
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
諸
個
人
の
属
性
が
そ
れ
ぞ
れ
明
確

で
、
特
定
の
規
範
や
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
内
面
的
、
身
体
的
に
保
持
す
る
成
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
位
階
秩
序
の

よ
う
な
社
会
的
布
置
関
係
が
再
生
産
さ
れ
る
傾
向
の
強
い
社
会
形
態
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
と
個
人
を
外
在
的
関
係
に
措
定

し
た
上
で
、
行
為
や
実
践
を
媒
介
と
し
た
再
生
産
の
髪
綱
を
提
示
す
る
こ
と
は
妥
当
な
結
論
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
視
点
を
反
転
さ
せ
て
、
先
述
の
と
お
り
行
為
の
遂
行
性
そ
の
も
の
か
ら
捉
え
直
し
て
み
れ
ぽ
、
そ
こ
に
は
ふ
た
つ
の
流
れ
が
み
え

て
く
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
秩
序
や
法
則
を
形
成
し
て
い
く
構
造
化
あ
る
い
は
制
度
化
の
ラ
イ
ン
と
、
そ
う
し
た
秩
序
か
ら

逃
れ
て
い
く
よ
う
な
・
王
体
化
、
あ
る
い
は
創
造
性
の
ラ
イ
ン
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
を
と
っ
た
場
合
、
社
会
や
個
人
主
体
と
名
付
け
ら

れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
中
間
に
あ
る
行
為
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
派
生
し
た
効
果
や
痕
跡
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
社
会
と
個

人
を
媒
介
し
関
係
づ
け
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
行
為
自
体
が
実
在
的
な
も
の
と
な
る
。
二
項
の
「
関
係
」
、
あ
る
い
は
「
中
間
に
あ
る
こ
と

冒
占
Φ
ヨ
①
雪
」
が
、
「
社
会
」
と
「
個
人
」
に
先
行
し
て
存
在
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
中
間
に
あ
る
関
係
そ
の
も
の
は
、
先
行
す
る
項

が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
と
い
う
の
で
な
く
、
す
で
に
関
係
が
生
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
関
係
を
歩
す
諸
項
が
成
立
し
、
位
置
づ
け
ら

く
社
会
的
な
も
の
〉
と
く
個
人
的
な
も
の
〉
に
お
け
る
非
決
定
性
の
関
係
論

一
二
五
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一
六

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
の
転
回
を
踏
ま
え
れ
ば
、
変
化
と
は
社
会
や
燗
人
を
基
盤
に
す
る
の
で
も
、
二
項
に
帰
属
す
る
の
で
も

な
く
、
「
中
間
に
あ
る
こ
と
」
自
体
に
内
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
二
項
は
「
中
間
」
か
ら
派
生
し
て
い
る
帯
域
と
み
な
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
実
際
、
個
人
抜
き
の
社
会
は
想
定
不
可
能
で
あ
り
、
社
会
の
外
部
に
あ
る
個
人
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
両
項
は
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

可
分
で
あ
り
、
そ
の
成
立
は
同
蒋
的
で
岡
体
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
行
為
の
遂
行
性
か
ら
、
あ
る
い
は
中
間
そ
の
も
の
か
ら
社
会
学
的
認
識
を
は
じ
め
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
社
会
形
態
に
対
し

て
有
効
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
2
　
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
「
管
理
社
会
」
と
名
付
け
た
現
代
社

会
に
対
す
る
も
の
と
な
る
。

三
　
規
律
社
会
か
ら
管
理
社
会
へ

　
主
体
と
規
律
化

　
ブ
ル
デ
ュ
ー
や
ギ
デ
ン
ズ
が
社
会
理
論
の
対
象
と
し
て
扱
っ
た
伝
統
的
社
会
や
階
級
社
会
、
産
業
社
会
等
は
、
確
か
に
そ
れ
ぞ
れ
異
質
な

社
会
形
態
で
は
あ
る
が
、
と
も
に
限
定
的
な
空
間
内
部
に
ひ
ろ
く
漫
透
し
て
い
る
価
値
体
系
を
も
ち
、
そ
れ
に
連
動
し
な
が
ら
能
動
的
に
行

為
を
志
向
す
る
諸
個
人
か
ら
な
る
集
合
で
あ
る
。
個
人
の
あ
り
方
は
、
た
と
え
ぽ
D
・
リ
ー
ス
マ
ン
の
分
類
を
用
い
れ
ば
「
伝
統
志
向
型
」

「
内
部
志
向
型
」
「
他
者
志
向
型
」
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
（
前
者
が
伝
統
的
社
会
に
、
後
二
者
が
階
級
社
会
と
産
業

社
会
に
対
応
す
る
）
、
い
ず
れ
の
性
格
類
型
に
せ
よ
、
自
己
の
意
識
が
自
ら
を
取
り
巻
く
世
界
を
構
成
す
る
現
象
学
的
な
「
志
向
性
」
に
よ

っ
て
弁
別
で
き
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
個
人
の
志
向
性
に
沿
っ
て
分
析
を
お
こ
な
う
の
で
あ
れ
ぽ
、
諸
個

人
の
内
面
と
そ
の
構
築
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
不
可
欠
な
対
象
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
点
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
扱
っ
た
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の
西
欧
社
会
と
も
共
通
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
フ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ノ
ブ
テ
イ
コ
ン

コ
ー
が
描
出
し
た
の
は
、
一
望
監
視
施
設
で
象
徴
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
空
間
の
す
み
ず
み
に
浸
透
す
る
規
律
訓
練
型
の
権
力
で
あ
り
、



そ
し
て
そ
の
権
力
作
用
が
も
た
ら
す
人
間
の
個
別
化
と
規
格
化
が
な
さ
れ
る
社
会
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
社
会
は
、
学
校
や
家
族
、
病
院
、

軍
隊
、
工
場
、
監
獄
と
い
っ
た
諸
制
度
が
促
す
規
律
の
内
面
化
を
と
お
し
て
諸
個
人
を
主
体
ほ
臣
下
と
し
て
産
出
す
る
。
む
ろ
ん
、
主
体
は

権
力
作
用
を
帯
び
な
が
ら
行
為
を
自
発
的
に
遂
行
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
は
フ
ー
コ
ー
が
論
じ
た
規
律
社
会
か
ら
徐
々
に
脱
却
し
つ
つ
あ
る
社
会
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
自
ら
は
、
そ
の
具
体

的
な
分
析
に
取
り
掛
か
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
「
か
つ
て
あ
れ
だ
け
権
力
を
支
え
る
の
に
有
効
だ
っ
た
規
律
が
、
い
ま
効
力
を
失
っ

て
い
る
部
分
が
あ
る
」
と
述
べ
、
規
律
社
会
の
ほ
こ
ろ
び
を
幾
分
か
承
知
し
て
い
た
。

　
　
「
近
年
、
社
会
も
変
わ
り
個
人
も
変
わ
っ
て
き
た
。
多
様
で
多
彩
で
自
立
的
に
な
っ
て
き
た
。
規
律
に
縛
ら
れ
な
い
タ
イ
プ
の
人
間
が

　
　
ふ
え
、
規
律
ぬ
き
の
社
会
発
展
を
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
支
配
階
級
に
は
旧
態
依
然
た
る
技
術
が
し
み
つ
い
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
現
代
の
規
律
社
会
の
あ
り
方
を
将
来
、
私
た
ち
が
断
ち
切
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
当
然
だ
」
。

　
近
代
の
統
治
技
術
が
も
つ
権
力
作
用
が
、
諸
個
人
の
内
面
を
規
律
化
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
行
為
の
動
機
や
意
図
が
統
制
的
機
能
を
果

た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
諸
個
人
は
内
面
に
保
持
す
る
価
値
観
や
道
徳
を
準
拠
枠
に
お
い
て
、
一
定
の
軌
道
に
沿
っ
た
行
為
の

様
式
を
能
動
的
に
実
現
す
る
。
権
力
の
直
接
の
監
視
が
届
か
な
く
と
も
、
各
自
に
植
え
付
け
ら
れ
た
「
良
心
」
に
従
い
な
が
ら
、
社
会
秩
序

に
自
動
的
に
同
調
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
規
律
化
を
経
て
い
な
い
「
規
律
に
縛
ら
れ
な
い
タ
イ
プ
の
人
間
」
は
、
多
様
で
流
動
的

な
状
況
に
そ
の
都
度
触
発
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
内
的
に
首
尾
一
貫
し
な
い
多
様
な
行
為
を
紡
ぎ
出
す
傾
向
を
強
く
も
つ
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た

行
為
の
被
触
発
性
は
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
背
景
に
し
た
実
践
が
、
複
雑
な
状
況
に
即
興
的
に
対
応
し
つ
つ
も
結
果
的
に
「
場
」
の
価
値
体
系
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

符
合
す
る
と
い
う
よ
う
な
性
質
を
示
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
触
発
さ
れ
た
行
為
は
、
諸
個
人
の
能
動
性
や
志
向
性
に
基
づ
く
と

い
う
よ
り
は
、
そ
の
場
そ
の
時
の
状
況
と
の
交
差
に
強
く
依
存
す
る
受
動
性
に
よ
っ
て
非
決
定
の
ま
ま
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
逆
説
的
に
も
思
え
る
が
、
社
会
秩
序
に
対
す
る
個
の
自
立
性
や
個
別
性
、
分
散
性
が
頭
著
に
も
な
る
。

　
規
律
社
会
で
あ
れ
ぽ
、
権
力
作
用
は
、
行
為
や
判
断
の
基
盤
と
な
る
内
面
を
画
一
的
に
産
出
し
統
御
す
る
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
が
、
自
己

〈
社
会
的
な
も
の
〉
と
く
個
人
的
な
も
の
V
に
お
け
る
葬
決
定
性
の
関
係
論

一
二
七
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規
律
化
が
す
で
に
有
効
に
機
能
し
な
く
な
っ
た
社
会
で
あ
れ
ぽ
、
統
治
の
あ
り
方
は
多
様
な
個
人
の
行
為
を
、

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
、
直
接
監
視
し
制
御
す
る
傾
向
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。

二
八

あ
る
い
は
情
報
や
コ
ミ
ェ
ニ

　
現
代
の
管
理
社
会

　
以
上
の
と
お
り
、
ご
く
簡
単
に
論
点
を
先
取
し
て
お
い
た
が
、
こ
う
し
た
現
代
社
会
を
検
討
す
る
際
に
有
効
な
手
掛
り
と
な
る
概
念
を
提

出
し
て
い
る
の
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
「
追
伸
…
1
管
理
社
会
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
数
十
た
ら
ず
の
試
論
と
は
い
え
、
こ
の
な
か
で
ド
ゥ
ル

ー
ズ
は
、
現
代
の
社
会
形
態
を
「
管
理
社
会
」
と
名
付
け
、
そ
の
簡
潔
な
イ
メ
ー
ジ
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
い
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
フ
ー

コ
ー
の
議
論
を
援
用
す
る
か
た
ち
で
、
管
理
社
会
を
そ
れ
に
先
行
す
る
「
君
主
型
社
会
」
と
「
規
律
社
会
」
に
対
照
さ
せ
て
分
類
し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
は
、
支
配
の
形
態
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、
君
主
型
社
会
は
そ
の
名
称
が
承
す
と
お
り
、
超
越
的
な
主
権
者
と
し
て
の
絶

対
君
主
に
よ
る
、
外
か
ら
の
支
配
形
態
で
あ
る
。
端
的
に
は
、
個
入
の
生
命
を
取
り
上
げ
、
死
の
決
定
を
下
す
際
に
駆
動
す
る
権
力
（
生
殺

与
奪
権
）
に
基
づ
く
支
配
で
あ
る
。
こ
の
君
主
型
は
、
成
員
の
生
産
の
一
部
を
徴
集
す
る
こ
と
を
支
配
の
目
的
と
す
る
が
、
そ
の
後
を
受
け

る
か
た
ち
で
出
現
し
た
規
律
社
会
の
場
合
、
生
塵
を
組
織
化
す
る
こ
と
に
統
治
の
重
点
が
お
か
れ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
規
律
社
会
は
、
近

代
諸
制
度
に
よ
っ
て
規
範
を
内
面
化
し
た
諸
個
人
を
媒
体
と
し
て
秩
序
を
形
成
す
る
が
、
そ
れ
は
生
産
を
組
織
化
し
強
化
す
る
体
系
と
連
関

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
社
会
形
態
で
は
、
諸
個
人
は
人
口
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
、
経
済
プ
群
セ
ス
に
埋
め
込
ま
れ
た
貴
重
な
労
働
力
と

み
な
さ
れ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
ひ
と
の
生
命
を
め
ぐ
っ
て
も
、
フ
ー
コ
ー
が
示
し
た
よ
う
な
「
生
命
一
権
力
瓢
。
壱
〇
二
〈
〇
三
、
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
＞

わ
ち
、
死
を
遠
ざ
け
生
命
を
与
え
る
契
機
に
関
与
す
る
権
力
が
駆
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
福
祉
国
家
の
よ
う
な
国
家
形
態
も
規
律
社
会
の
ひ

と
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
規
律
型
の
社
会
形
態
で
は
、
か
つ
て
「
守
護
す
べ
き
君
主
の
名
に
お
い
て
」
な
さ
れ
て
い
た
戦
争
も
、
「
国
民
全
体
の
生
存
の
名
に

　
　
　
　
　
（
2
3
）

お
い
て
な
さ
れ
る
」
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
、
二
〇
世
紀
前
半
に
頂
点
に
達
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
展
開
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
た
。



し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
規
律
型
は
二
度
の
世
界
大
戦
を
境
に
徐
々
に
瓦
解
し
て
い
く
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
い
う
に
は
、
フ
！
コ
！
の
描
き
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

た
「
規
律
社
会
と
は
、
す
で
に
私
た
ち
と
は
別
の
、
も
は
や
私
た
ち
と
は
無
縁
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
社
会
な
の
で
あ
る
」
。
そ
し
て
入
れ
替

お
っ
て
優
勢
に
な
っ
た
管
理
社
会
が
、
従
来
の
規
律
社
会
を
支
え
た
諸
制
度
が
陥
っ
て
い
る
危
機
を
補
う
よ
う
に
し
て
編
成
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
管
理
型
の
社
会
形
態
を
、
規
律
社
会
に
お
け
る
諸
制
度
の
機
能
不
全
と
も
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
以
下
で
簡
単
に
承
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
近
年
の
家
族
形
態
の
変
遷
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
親
の
権
威
の
失
墜
や
核
家
族
化
、
離
婚
率
の
増
加
な
ど
に
そ
れ
が
も
っ
と
も
鮮
明
に

現
れ
て
お
り
、
不
登
校
や
い
じ
め
、
基
礎
学
力
の
低
下
や
教
養
主
義
の
衰
退
な
ど
で
示
さ
れ
る
学
校
教
育
の
危
機
に
も
そ
の
一
端
を
み
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
従
来
で
は
、
家
族
、
学
校
、
軍
隊
な
ど
に
よ
っ
て
規
範
を
諸
個
人
の
内
面
に
浸
透
す
る
ま
で
に
訓
育
し
、
身
体
化
さ
れ
た

生
活
様
式
を
身
に
つ
け
た
主
体
に
成
型
さ
れ
る
こ
と
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
家
族
や
地
域
社
会
が
教
育
の
機
能
を
相
対
的
に
低
下

さ
せ
、
学
校
制
度
も
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
、
た
と
え
ぽ
犯
罪
や
逸
脱
行
為
に
お
い
て
も
、
諸
個
人
が
自

己
規
律
化
を
充
分
に
経
て
い
な
い
た
め
に
、
内
面
や
動
機
が
も
は
や
行
為
の
統
制
的
機
能
を
相
対
的
に
低
下
し
、
動
機
解
明
が
犯
罪
や
非
行

を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
と
き
に
は
、
そ
の
原
因
が
精
神
疾
患
や
遺
伝
上
の
問
題
に
関

わ
る
と
み
な
さ
れ
、
医
師
の
判
断
が
関
与
す
る
ケ
ー
ス
さ
え
現
れ
る
な
ど
、
社
会
の
医
療
化
、
あ
る
い
は
医
療
の
社
会
化
が
進
行
し
て
い
る

と
も
い
わ
れ
る
。
近
代
社
会
に
お
け
る
医
療
化
は
、
そ
の
対
象
を
単
に
個
人
の
疾
病
や
障
害
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
関
与
す
る
領
域
を

構
築
し
拡
張
し
て
き
た
。
医
療
化
は
犯
罪
や
非
行
の
よ
う
な
社
会
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
た
と
え
ば
飲
酒
や
喫
煙
、
同
性
愛
な
ど
、
そ
れ
ま

で
は
医
療
が
対
象
と
し
な
か
っ
た
領
域
に
も
踏
み
込
ん
で
い
く
こ
と
で
、
積
極
的
な
制
御
や
管
理
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
拡
げ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

医
療
化
社
会
や
病
院
制
度
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
規
律
型
か
ら
管
理
型
の
社
会
形
態
へ
の
移
行

と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
進
展
す
る
遣
伝
子
治
療
や
出
生
前
診
断
な
ど
の
予
知
医
療
、
予
防
医
学
の
領
域
に
お
い
て
、
そ
れ
は
と
り
わ
け

〈
社
会
的
な
も
の
〉
と
く
個
人
的
な
も
の
V
に
お
け
る
非
決
定
性
の
関
係
論

｝
二
九
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

顕
著
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
こ
の
「
病
院
の
体
制
で
は
、
「
医
者
も
患
者
も
い
な
い
」
新
手
の
医
学
が
、
潜
在
的
な
患
者
や
危
険
分
子

　
　
　
　
（
2
5
）

を
あ
ぶ
り
だ
す
」
と
S
F
的
に
い
う
が
、
現
在
の
医
療
技
術
の
急
速
な
進
展
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
状
況
も
必
ず
し
も
リ
ア
リ
テ
ィ
の
な

い
も
の
と
は
い
・
兄
な
い
だ
ろ
う
。
病
院
で
は
、
遺
伝
子
工
学
の
技
術
者
の
手
に
よ
っ
て
患
者
以
前
の
健
常
者
や
妊
婦
が
治
療
を
受
け
る
と
い

う
こ
と
が
日
常
的
な
光
景
に
な
る
な
ら
ぽ
、
管
理
社
会
の
理
念
型
に
も
っ
と
も
近
づ
く
も
の
に
な
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
極
端
な
例
を
挙
げ
な
く
と
も
、
病
気
の
社
会
化
と
い
え
る
状
況
は
確
実
に
進
行
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
以
前
で

は
社
会
的
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
不
可
能
だ
っ
た
疾
病
や
障
害
も
、
薬
剤
や
移
植
医
療
な
ど
の
進
歩
と
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
充
実
な
ど
に
よ
っ

て
、
一
定
の
健
康
状
態
の
維
持
、
管
理
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
健
康
（
標
準
）
の
対
立
項
と
し
て
病
気
（
異
常
）
が
社
会

的
に
排
除
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
病
気
自
体
も
複
数
化
さ
れ
た
「
標
準
」
の
ひ
と
つ
と
な
り
、
通
常
の
社
会
生
活
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
死
す
ら
も
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
で
の
「
安
楽
死
」
や
「
尊
厳
死
」
と
い
う
か
た
ち
で
「
適
度
に
社
会
化
」
し
、
人
工
的
な
も
の
と
な
り

　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

　
資
本
・
王
義
経
済
で
は
、
産
業
社
会
か
ら
情
報
化
社
会
へ
の
移
行
が
、
規
律
社
会
か
ら
管
理
社
会
へ
の
移
行
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、
工
場
に
お
け
る
生
産
サ
イ
ド
の
重
視
か
ら
、
企
業
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
デ
ー
タ
バ
ン
ク
の
よ
う
な
消
費
サ
イ
ド
に
お
け
る
経
営
戦
略

が
重
要
度
を
増
し
て
い
る
局
面
に
お
い
て
象
徴
的
に
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ぽ
、
フ
ォ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
な
生
産
ラ
イ
ン
に
重
点
を
置
い

た
大
蚤
生
産
追
求
型
か
ら
、
ト
ヨ
タ
シ
ス
テ
ム
の
「
か
ん
ぽ
ん
方
式
」
に
代
表
さ
れ
る
部
贔
の
組
立
ラ
イ
ン
が
生
産
を
調
整
す
る
シ
ス
テ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

の
よ
う
な
消
費
動
向
へ
の
即
応
型
や
リ
ス
ク
管
理
型
の
企
業
戦
略
が
主
流
に
な
っ
て
い
る
。
末
端
か
ら
中
枢
へ
向
か
う
情
報
の
流
れ
の
な
か

で
、
経
済
活
動
の
意
志
決
定
が
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
P
O
S
シ
ス
テ
ム
や
ジ
ャ
ス
ト
イ
ン
タ
イ
ム
を
実
現
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
さ
れ
た
生
産
・
流
通
シ
ス
テ
ム
な
ど
も
そ
の
代
表
例
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
情
報
化
社
会
に
お
い
て
も
生
産
が
軽
視
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
重
要
な
点
は
、
情
報
技
術
産
業
を
中
心
に
し
て
他
の

産
業
が
調
整
さ
れ
る
傾
向
を
強
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
産
業
資
本
主
義
が
優
勢
だ
っ
た
際
に
は
、
農
場
が
工
場
（
プ
ラ
ン



ト
）
の
よ
う
に
な
り
、
農
民
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
し
た
よ
う
に
、
農
業
が
商
工
業
部
門
を
基
軸
に
変
容
を
受
け
て
き
た
。
今
日
の
情
報
資
本

主
義
で
は
、
情
報
収
集
と
処
理
、
お
よ
び
そ
の
対
応
へ
の
速
度
が
、
生
産
コ
ス
ト
の
削
減
以
上
に
利
潤
創
出
の
た
め
の
大
き
な
比
重
を
も
ち

つ
つ
あ
る
。
そ
の
結
果
、
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ー
ト
が
い
う
よ
う
に
「
資
本
が
労
働
か
ら
独
立
し
、
自
ら
の
力
動
的
な
基
盤
と
し
て
労
働
に
依
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

す
る
こ
と
の
な
い
資
本
主
義
社
会
を
現
出
す
る
と
い
う
」
状
況
が
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
。
資
本
は
労
働
者
か
ら
離
れ
て
い
き
、
情
報
化
の

展
開
の
な
か
で
、
よ
り
純
粋
な
形
態
で
の
資
本
の
フ
ロ
ー
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
株
式
や
債
券
な
ど
の
金
融
商
学
に
関
し
て
は
い
う

ま
で
も
な
い
）
。
こ
う
し
た
資
本
主
義
の
展
開
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
消
費
者
の
多
様
性
や
流
動
性
に
強
く
影
響
を
受
け
る
傾
向
が
生

じ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
商
晶
や
サ
ー
ビ
ス
の
標
準
は
単
一
で
は
な
く
、
前
述
の
医
療
の
問
題
と
同
様
、
多
数
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

一
部
の
マ
ニ
ア
向
け
商
晶
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
、
も
は
や
「
特
殊
」
や
「
逸
脱
」
は
「
標
準
」
の
対
立
項
と
し
て

外
部
に
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
、
経
済
的
に
操
作
可
能
な
も
の
と
し
て
独
り
立
ち
し
、
資
本
主
義
経
済
の
内
部
に
位
置
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

占
め
て
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
状
況
は
、
規
律
社
会
に
代
わ
っ
て
管
理
社
会
の
形
態
が
、
可
変

的
で
柔
軟
な
調
整
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
規
律
社
会
か
ら
管
理
社
会
へ
の
移
行
は
、
資
本
主
義
が
本
質
的
に
も
っ
て
い
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
資
本

主
義
は
、
新
た
な
形
態
へ
生
成
変
化
し
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
の
形
態
を
断
片
化
し
保
存
し
つ
つ
、
増
殖
し
て
い
く
機
制
を
備
え
て
い
る
。
卑

近
な
例
で
は
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
農
村
文
化
は
、
希
少
価
値
を
持
っ
た
古
き
良
き
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
表
象
す
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
商
品
と
し
て
観

光
産
業
に
取
り
込
ま
れ
残
存
す
る
場
合
も
あ
る
し
、
世
界
各
地
に
残
る
諸
民
族
の
土
着
文
化
は
、
ピ
カ
ソ
が
ア
フ
リ
カ
文
化
を
デ
フ
ォ
ル
メ

し
た
よ
う
に
、
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
に
取
り
込
ま
れ
て
、
資
本
主
義
市
場
を
流
通
す
る
。
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
マ
ス
ミ
が
い
う
よ
う
に
、
民
族
衣
装
や

音
楽
は
、
モ
ー
ド
の
循
環
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
資
本
主
義
は
そ
れ
以
前
の
も
の
を
当
時
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
切
り
離
し
、
ア
レ

ソ
ジ
メ
ン
ト
、
す
な
わ
ち
異
種
要
素
間
の
組
み
替
え
を
施
し
な
が
ら
、
過
去
の
形
態
を
現
代
に
並
置
し
包
摂
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
マ
ル
ク
ス
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
資
本
主
義
は
ヴ
ァ
ン
バ
イ
ア
ー
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
行
形
態
か
ら
価
値
を
搾
り
取
る
が
、

〈
社
会
的
な
も
の
〉
と
く
個
人
的
な
も
の
〉
に
お
け
る
非
決
定
性
の
関
係
論

；
＝
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殺
害
す
る
こ
と
で
そ
れ
ら
に
永
遠
の
生
命
を
授
け
て
い
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
言
葉
で
は
、
資
本
主
義
は
「
こ
れ
ま
で
実
在
し

　
　
て
い
た
す
べ
て
の
雑
多
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
部
族
社
会
は
保
存
す
る
た
め
に
移
管
さ
れ
、
中
産
階
層
の
世
界
旅

　
　
行
市
場
を
拡
張
す
る
た
め
の
基
盤
に
な
る
。
彼
／
彼
女
ら
の
ア
ー
ト
や
音
楽
、
衣
装
の
要
素
は
、
デ
ッ
ト
～
化
さ
れ
た
社
会
か
ら
、
娯

　
　
楽
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
産
業
の
周
期
性
の
中
の
無
限
の
循
環
へ
と
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
。
そ
の
戦
略
は
循
環
的
な
地
層
化
の
ひ
と
つ
で
あ

　
　
る
。
つ
ま
り
、
前
資
本
主
義
的
な
形
態
の
諸
々
の
断
片
は
付
与
さ
れ
た
テ
リ
ト
リ
ー
の
組
織
化
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
土
地
の
区
域
に

　
　
一
致
し
て
も
し
な
く
て
も
、
い
つ
も
明
確
な
社
会
的
地
層
と
し
て
法
的
、
手
続
き
的
に
形
成
さ
れ
る
。
そ
の
地
層
は
、
脱
領
土
化
の
循

　
　
環
（
「
再
表
象
」
）
を
含
む
資
本
・
主
義
的
物
価
安
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
完
全
に
包
摂
さ
れ
る
。
脱
領
土
化
さ
れ
た
循
環
の
レ
ベ
ル
そ

　
　
れ
自
体
は
、
ひ
と
つ
の
地
層
、
つ
ま
り
抽
出
す
る
干
渉
と
し
て
定
義
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
地
層
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
す
べ
て
は
、
資
本
・
王
義
の
付
加
性
の
原
理
3
①
實
ぎ
鼠
豆
①
o
胤
。
餌
豆
欝
一
口
ω
け
ミ
駄
ミ
ミ
貯
と
呼
ん
で
よ
い
」
。

　
こ
こ
で
B
・
マ
ス
ミ
が
示
唆
す
る
の
は
、
資
本
主
義
の
展
開
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
既
存
の
体
制
を
堆
積
し
て
い
き
な
が
ら
、
自
身
を
変
容

さ
せ
て
い
く
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
、
規
律
社
会
か
ら
管
理
社
会
へ
の
移
行
の
あ
り
方
と
難
じ
状
況
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
資
本

主
義
の
「
付
加
性
の
原
理
」
は
、
既
存
の
文
化
や
価
値
体
系
、
制
度
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
コ
ー
ド
を
脱
文
脈
化
し
て
取
り
込
み
つ
つ
、
布
置

関
係
を
変
更
す
る
ア
レ
ソ
ジ
メ
γ
ト
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ユ
ニ
ッ
ト
や
金
体
の
ネ
ヅ
ト
ワ
ー
ク
が
新
た
な
意
味
や
効
果
を

現
働
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
機
髄
は
、
管
理
社
会
が
規
律
社
会
の
機
能
不
全
に
対
応
し
、
調
整
し
て
い
る
状
況
と
軌
を
一
に
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
管
理
社
会
へ
の
移
行
は
、
規
律
社
会
が
消
滅
し
た
後
に
出
現
す
る
形
態
で
は
な
く
、
規
律
社
会
の
諸
制
度

が
単
一
で
は
規
律
化
が
不
十
分
に
な
っ
た
状
況
に
お
い
て
、
そ
れ
を
補
完
す
る
よ
う
に
既
存
の
諸
制
度
が
「
開
放
的
で
か
つ
連
続
的
な
管
理

　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

の
さ
ま
ざ
ま
な
配
置
」
に
置
か
れ
、
相
互
に
連
動
し
調
整
す
る
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ぽ
、
多
く
の
国
で
、
学
校
教
育
が
「
生
涯
教
育
」
と
い
う
体
落
の
下
で
際
限
な
く
引
き
延
ば
さ
れ
、
奉
仕
活
動
が
軽
犯
罪
の
処
罰

に
代
用
さ
れ
、
学
校
や
企
業
の
中
で
も
雪
曇
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
家
事
や
地
域
活
動
と
教
育
や
企
業
活
動
、
司
法
制
度
が
相
互
に
浸
透



し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
一
端
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
「
規
律
社
会
で
は
（
学
校
か
ら
兵
舎
へ
、
兵
舎
か
ら
工
場
へ
と
移
る
ご
と
に
）
い
つ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

ゼ
ロ
か
ら
や
り
直
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
の
に
た
い
し
、
管
理
社
会
で
は
、
な
に
ひ
と
つ
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ

は
い
う
。
危
機
を
告
げ
ら
れ
て
い
る
家
族
や
学
校
、
司
法
・
監
獄
制
度
の
よ
う
な
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
機
能
が
分
解
し
、
解
消
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
諸
制
度
の
壁
が
亀
裂
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
が
拡
散
し
、
制
度
間
で
相
互
に
連
携
す
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
上
げ
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
か
た
ち
で
作
動
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
平
滑
と
条
里

　
本
章
の
ま
と
め
と
し
て
、
規
律
社
会
と
管
理
社
会
を
「
条
里
空
間
圃
、
Φ
ω
窟
。
Φ
ω
窪
δ
」
と
「
平
滑
空
問
周
．
Φ
ω
唱
p
。
o
①
濠
ω
Φ
」
と
い
う
概
念
を

用
い
る
こ
と
で
、
図
式
的
な
整
理
を
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
ふ
た
つ
の
概
念
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
で
提
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
ゲ
ー
ム
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
示
す
の
が
適
当
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
条
里
空
間
は
規
律
社
会
に
対
応
す
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
将
棋
（
チ
ェ
ス
）
」
に
た
と
え
ら
れ
る
空
間
概
念
で
あ
る
。
端
的
に

は
、
将
棋
で
は
、
駒
の
総
体
が
コ
ー
ド
化
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
駒
は
内
的
な
属
性
を
備
え
て
い
る
空
間
を
構
成
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
条
里
空
間
の
構
成
要
素
は
、
桂
馬
が
つ
ね
に
桂
馬
で
あ
り
飛
車
は
つ
ね
に
飛
車
で
あ
る
よ
う
に
、
ゲ
ー
ム
中
の
い
か
な
る
状
況
下
に
お

い
て
も
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
駒
が
「
全
体
」
や
他
の
部
分
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
布
置
関
係
に
あ
る
か
は
関
係
な
く
、
そ
の
属
性
が
変

わ
ら
ず
に
固
定
し
た
ま
ま
、
全
体
の
秩
序
を
形
成
し
て
い
る
。

　
一
方
の
平
滑
空
間
は
、
管
理
社
会
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
囲
碁
」
に
た
と
え
ら
れ
る
空
間
概
念
で
あ
る
。
碁
石
は
将
棋
の

駒
と
は
異
な
り
、
内
的
な
属
性
を
も
た
ず
、
状
況
的
な
特
性
し
か
も
た
な
い
「
数
的
な
単
位
」
で
あ
る
。
進
行
す
る
ゲ
ー
ム
全
体
の
布
置
関

係
に
し
た
が
っ
て
、
碁
石
と
い
う
要
素
の
特
性
は
絶
え
間
な
く
変
動
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
「
た
だ
一
個
で
共
時
的
に
一
つ
の
布
置
全

体
を
無
効
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
や
全
体
の
秩
序
は
外
的
に
決
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
決
定
も
暫
定
的
で
そ

く
社
会
的
な
も
の
〉
と
く
個
入
的
な
も
の
V
に
お
け
る
非
決
定
性
の
関
係
論

一
三
三
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四

の
場
限
り
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
ゲ
ー
ム
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
条
翼
空
間
1
一
規
律
社
会
で
の
個
人
は
、
特
定
の
社
会
集
団
に
帰
属

し
そ
の
内
部
で
独
立
し
た
属
性
が
固
定
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
分
割
不
可
能
な
個
人
一
守
島
く
置
二
巴
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

個
人
は
い
く
つ
か
の
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
（
た
と
え
ぽ
家
族
、
学
校
、
職
場
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
、
国
家
な
ど
）
に
属
し
、
複
数
の
役
割
や

資
格
を
備
え
て
い
る
が
、
そ
の
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
自
体
が
、
高
次
の
社
会
体
鰯
を
構
成
し
て
い
る
た
め
に
、
諸
個
人
の
複
数
の
属
性
を
統
括
す

る
社
会
的
自
己
を
内
的
に
保
持
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
規
範
や
ハ
ピ
ト
ゥ
ス
に
基
づ
い
て
、
個
人
は
社
会
と
外
在
的
な
相
互
規
定

関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
平
滑
空
間
睦
管
理
社
会
に
お
け
る
人
間
の
場
合
、
部
分
集
団
に
帰
属
し
て
い
る
場
合
で
も
、
個
人
の
属
性
は
ト
ー
タ
ル

に
捉
え
ら
れ
ず
、
布
置
関
係
に
お
い
て
暫
定
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
意
味
を
も
つ
の
で
あ
り
、
個
人
は
分
割
可
能
な
一
要
素
と
し
て
現
働
化

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
別
の
環
境
に
移
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
移
行
に
と
も
な
っ
て
異
な
る
効
果
が
新
た
に
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
、
管
理
社
会
全
体
の
な
か
で
連
動
し
て
調
整
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
個
人
は
可
分
性
＆
〈
達
§
】
の
数
的
な
素
材
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
管
理
社
会
で
の
個
人
の
行
為
は
、
そ
の
布
置
関
係
の
な
か
で
の
被
触
発
性
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
規
律
社
会

の
佃
人
が
、
主
観
的
な
志
向
性
に
よ
っ
て
内
的
に
決
定
し
て
い
る
状
態
と
は
異
な
る
。
つ
ま
り
、
碁
石
が
他
の
碁
石
と
の
中
間
そ
の
も
の
の

内
で
生
起
し
て
い
る
緊
張
関
係
に
よ
っ
て
意
味
や
効
果
が
引
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
管
理
社
会
で
の
個
人
の
行
為
は
、
中
間
に
あ
る
関
係
性

そ
の
も
の
か
ら
、
触
発
さ
れ
て
惹
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
の
行
為
の
主
体
性
と
は
、
個
人
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

ゲ
ー
ム
の
進
行
の
中
で
絶
え
間
な
く
変
化
す
る
関
係
性
そ
の
も
の
に
内
在
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
個
人
は
、
そ
れ
に
応
じ
て
受
動

的
に
お
か
れ
た
準
客
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
平
滑
空
問
は
条
里
空
間
的
な
も
の
を
備
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
囲
碁
に
多
数
の
定
石
が
あ
る
よ
う
に
、
管
理
社
会
は
資
本
主
義



の
「
付
加
性
の
原
理
」
が
包
摂
し
て
い
る
無
数
の
制
度
や
文
化
、
規
範
、
価
値
体
系
、
ロ
ジ
ッ
ク
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
物
語
等
の
コ
ー
ド
を

堆
積
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
多
数
の
潜
勢
し
て
い
る
コ
ー
ド
は
、
状
況
に
お
い
て
変
動
す
る
布
置
関
係
の
中
間
に
お
い
て
組
み
替

え
ら
れ
、
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
施
さ
れ
な
が
ら
現
身
化
す
る
。
そ
れ
が
行
為
の
遂
行
さ
れ
る
契
機
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
行
為
の
結
果
、

新
た
に
生
じ
る
コ
ー
ド
化
が
こ
れ
ま
で
の
コ
ー
ド
の
堆
積
層
に
付
加
さ
れ
、
保
存
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
変
化
を
生
じ
さ
せ
る
の
は
、
個

人
の
属
性
で
も
社
会
全
体
の
構
造
で
も
な
く
、
諸
個
人
の
間
に
あ
る
関
係
性
そ
の
も
の
に
お
い
て
生
起
す
る
、
あ
る
種
の
強
度
を
も
っ
た
緊

張
関
係
で
あ
る
。
こ
の
緊
張
関
係
を
も
つ
「
中
間
ぎ
歩
霧
≦
Φ
窪
」
は
抽
象
的
な
位
柑
で
の
実
在
で
あ
る
が
、
こ
の
平
面
に
お
い
て
、
平
滑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト

空
問
が
堆
積
し
て
き
た
多
数
の
条
里
的
な
コ
ー
ド
が
引
き
込
ま
れ
、
異
種
要
素
間
の
組
み
替
え
が
生
じ
る
こ
と
で
行
為
が
産
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
新
た
な
コ
ー
ド
化
も
同
時
に
進
行
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　
前
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
行
為
性
に
は
そ
れ
を
決
定
づ
け
る
基
礎
付
け
は
な
い
。
む
し
ろ
、
行
為
に
影
響
を
与
え
る
複
数
の
コ
ー
ド
は
、

中
間
に
あ
る
平
面
に
内
在
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
引
き
出
さ
れ
駆
動
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
状
況
の
複
雑
性
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
ド

が
状
況
に
応
じ
た
強
度
を
も
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
交
錯
の
な
か
で
遂
行
さ
れ
る
行
為
は
、
非
決
定
の
ま
ま
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
、
行
為
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
生
成
し
た
コ
ー
ド
が
堆
積
し
地
層
化
し
て
い
く
ラ
イ
ン
と
既
存
の
コ
ー
ド
を
ず
ら
し
、
そ

の
秩
序
か
ら
逃
れ
て
い
く
主
体
化
の
ラ
イ
ン
が
同
時
に
生
成
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
管
理
社
会
に
お
け
る
〈
社
会
的
な
も
の
〉
と
く
個
人

的
な
も
の
〉
が
、
両
項
の
間
に
あ
る
「
中
間
」
の
派
生
で
あ
り
、
効
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
ふ
た
つ
の
ラ
イ
ン
が
生
起
し
て

い
る
空
間
の
出
来
事
を
、
抽
象
的
に
は
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結

菰口口

現
代
の
管
理
社
会
に
お
け
る
諸
個
人
の
行
為
は
、
自
ら
の
能
動
性
や
志
向
性
に
準
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
状
況
に
対
す
る
受
動
的
な
被
触

〈
社
会
的
な
も
の
〉
と
く
個
人
的
な
も
の
V
に
お
け
る
非
決
定
性
の
関
係
論

＝
二
五
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発
性
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
社
会
で
は
、
諸
個
人
は
中
間
に
生
起
す
る
強
度
に
触
発
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
の
生

の
様
態
が
姿
を
あ
ら
わ
す
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
だ
が
、
そ
れ
は
個
人
が
単
純
な
受
動
性
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
資
本
主
義
の
付
加
性
の
原
理
が
、
こ
れ
ま
で
の
さ
ま

ざ
ま
な
文
化
や
ロ
ジ
ッ
ク
、
価
値
、
規
範
等
を
包
摂
し
、
そ
れ
ら
を
新
た
に
組
み
替
え
調
整
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
流
れ
を
生
み
だ
し

て
い
る
よ
う
に
、
士
爵
も
ま
た
、
よ
り
多
く
の
多
数
性
を
自
ら
の
内
に
備
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
投
げ
入
れ
ら
れ
て
い
る
布
置
関
係
の
な
か

に
お
い
て
十
全
な
生
の
様
態
を
紡
ぎ
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
諸
個
人
が
も
つ
あ
る
種
の
能
動
性
は
、
具
体
的
な
行
為

の
遂
行
に
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
状
況
に
論
じ
た
多
様
な
行
為
を
生
み
だ
す
可
能
性
を
潜
勢
し
て
お
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
性
の

世
界
の
な
か
で
は
、
か
け
が
え
の
な
い
自
己
の
固
有
性
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
る
近
代
主
義
的
人
間
像
と
は
異
な
り
、
個
が
状
況
に
触
発
さ

れ
る
契
機
に
お
い
て
、
い
か
に
よ
り
多
く
の
仕
方
で
触
発
さ
れ
る
潜
勢
力
を
備
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
、
生
の
創
造
性
が
賭
け
ら
れ
て

い
る
。
自
ら
の
内
に
ど
れ
だ
け
の
多
数
性
を
充
填
さ
せ
る
か
に
、
よ
り
豊
か
な
生
の
様
態
は
懸
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、

そ
う
し
た
生
の
力
を
顕
在
化
さ
せ
る
の
も
、
ま
た
充
填
さ
せ
る
の
も
、
具
体
的
な
行
為
の
中
に
あ
る
。
現
代
の
個
入
の
生
は
、
自
ら
の
内
部

で
充
足
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
外
部
と
の
結
節
点
の
な
か
で
触
発
さ
れ
る
行
為
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
つ
ね
に
生
み
だ
さ
れ
て

（
喋
3
）

い
る
。　
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o
毎
矯
零
Φ
ω
ω
し
㊤
。
。
駆
も
や
ω
謹
み
刈
α
’

（
5
）
〉
馨
ぎ
昌
O
同
匿
窪
ρ
§
鳴
9
蕊
ミ
ミ
帖
§
ミ
留
§
§
8
・
。
圃
け
■
も
●
9

（
6
）
　
雪
Φ
護
Φ
し
d
o
霞
象
Φ
詳
卜
鳴
縛
蕊
の
き
畿
食
魯
8
●
o
凶
砕
ニ
ロ
b
①
．

（
7
）
壌
⑦
霞
Φ
じ
ご
。
霞
a
⑩
二
ぽ
の
§
ω
、
§
ざ
塁
8
●
簿
■
も
■
ω
ド

（
8
）
　
霊
Φ
護
①
し
σ
o
霞
感
Φ
斜
卜
恥
⑦
恥
籠
》
§
職
餐
魯
8
．
9
け
↓
℃
■
。
。
一
．

（
9
）
霊
Φ
瞬
Φ
し
d
8
巳
凶
Φ
二
緯
留
蕊
ぎ
§
暴
8
．
。
圃
叶
■
も
』
①
。

（
1
0
）
　
空
①
昌
①
じ
ご
。
霞
α
同
Φ
二
卜
恥
⑦
§
砺
穿
職
ミ
魯
o
P
9
け
」
P
。
。
。
。
．

（
1
1
）
　
麟
Φ
疑
Φ
し
u
o
ロ
a
帥
Φ
詳
卜
鳴
縛
蕊
》
§
職
ミ
魯
。
戸
。
凶
け
‘
戸
逡
幽

（
1
2
）
℃
凶
①
幕
切
自
益
Φ
ξ
9
b
韓
軌
§
職
§
」
9
ミ
Q
§
の
。
“
ミ
⑩
§
誌
§
§
ひ
臣
三
菱
ω
α
①
冨
づ
葺
レ
¢
刈
㊤
も
』
N
．
（
石
井
洋
二
郎
訳
、
『
デ
ィ
ス

　
タ
ン
ク
シ
オ
ン
　
一
㎏
、
藤
原
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
。

（
1
3
）
　
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
ー
カ
ス
、
「
現
代
世
界
シ
ス
テ
ム
内
の
民
族
誌
と
そ
の
今
日
的
問
題
」
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
／
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
ー
カ
ス
編
、

　
『
文
化
を
書
く
』
、
春
日
直
樹
・
足
羽
与
志
子
・
橋
本
和
也
・
多
和
田
裕
司
・
西
川
麦
子
・
和
通
悦
子
訳
、
紀
伊
国
屋
書
店
、
｝
九
九
六
年
（
原
著
、
一

　
九
八
六
年
）
、
三
一
六
頁
。

（
1
4
）
　
ポ
ー
ル
・
ウ
ィ
リ
ス
、
『
ハ
マ
ー
タ
ウ
ン
の
野
郎
ど
も
1
学
校
へ
の
反
抗
　
労
働
へ
の
順
応
一
幽
、
熊
沢
誠
・
山
田
潤
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
～
九

　
九
六
年
（
原
著
、
一
九
七
七
年
）
、
二
九
〇
頁
。

（
1
5
）
　
国
①
瑛
Φ
切
。
貨
島
①
詳
9
8
8
b
酒
杯
総
帥
島
賦
§
ω
側
①
竃
ヨ
三
戸
H
り
。
。
メ
℃
」
。
。
県
（
石
崎
晴
己
訳
、
『
構
造
と
実
践
臨
、
新
評
論
、
【
九
八
八
年
）
。
因
み

　
に
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
に
よ
る
と
、
ウ
ィ
リ
ス
の
研
究
を
フ
ラ
ン
ス
に
紹
介
し
た
の
は
ブ
ル
デ
ュ
ー
自
身
だ
と
い
う
（
圃
玄
α
●
も
．
㎝
㎝
．
〉
。

（
1
6
）
　
瞬
Φ
㌶
Φ
し
d
o
¢
a
同
Φ
二
卜
恥
⑦
§
偽
、
ミ
職
餐
魯
8
お
間
け
‘
℃
・
蒔
O
－
蒔
ド

（
1
7
）
　
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
、
今
村
仁
司
、
廣
松
渉
、
「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
・
戦
略
・
権
力
」
、
『
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
ー
超
領
域
の
人
間
学
－
鋤
、
加
藤

　
晴
久
編
、
藤
原
書
店
、
｝
九
九
〇
年
、
二
〇
二
一
二
〇
四
頁
。

（
1
8
）
　
謹
呈
9
℃
d
償
匡
①
さ
穿
“
ミ
ミ
恥
憩
恥
鴨
暮
、
鵠
凄
ミ
“
8
ミ
き
鳴
評
さ
§
§
馬
ご
魯
郊
。
暮
δ
伍
ひ
q
ρ
一
り
り
8
や
N
メ
（
同
書
ぎ
嘗
0
9
0
二
8
は
、
竹
村
和
子

　
訳
、
「
触
発
す
る
言
葉
」
、
噌
思
想
』
第
八
九
二
号
、
一
九
九
八
年
｝
○
月
号
に
訳
出
）
。

〈
社
会
的
な
も
の
〉
と
く
個
人
的
な
も
の
〉
に
お
け
る
非
決
定
性
の
関
係
論

＝
二
七



哲
学
研
究
　
第
五
琶
七
十
　
号

一
三
八

（
1
9
）
本
章
の
行
為
の
遂
行
性
の
理
論
や
基
盤
主
義
（
基
礎
付
け
主
義
）
へ
の
批
判
に
関
し
て
は
、
バ
ト
ラ
ー
の
議
論
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、

妻
戸
昏
b
σ
二
豊
①
ぴ
、
．
0
9
ぼ
轟
Φ
暗
語
。
¢
巳
p
。
甑
。
謬
ω
”
閃
Φ
ヨ
帥
鼠
ω
ヨ
p
。
巳
夢
⑩
ρ
器
ω
け
凶
。
昌
。
琉
℃
o
討
議
。
紆
霞
目
ω
ヨ
、
ド
智
嚢
益
し
d
⊆
二
興
磐
匹
一
8
旨
旨
ω
8
欝

　
（
①
匹
¢
γ
ぽ
§
§
傍
騎
§
S
蓋
内
巻
、
“
ミ
ぎ
ミ
二
一
菊
。
羅
紋
①
住
ひ
q
Φ
弘
Φ
O
N
も
や
ω
山
ド
（
中
馬
祥
子
訳
、
「
偶
発
的
な
基
礎
付
け
ー
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
「
ポ
ス
ト

　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
に
よ
る
問
い
一
」
、
『
ア
ソ
シ
エ
乱
髪
㎝
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
お
よ
び
、
津
竃
ミ
ぴ
紺
曾
爲
ら
凝
、
臥
ミ
ミ
脳
騎
黛
へ
瀞
。
む
毒
忌
ミ
謡
ミ
ご
魯
。
℃
●

　
O
一
戸

　
　
た
だ
し
、
補
足
的
に
パ
ト
ラ
ー
の
議
論
に
つ
い
て
注
意
し
て
お
く
べ
き
点
を
ひ
と
つ
挙
げ
て
お
く
と
、
既
存
の
も
の
の
流
用
や
引
用
に
よ
る
意
味
の
逸

騰
や
異
化
作
用
が
、
抵
抗
の
戦
略
に
な
り
う
る
と
主
張
す
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
行
為
の
や
り
方
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
た
し

　
か
に
模
倣
や
真
似
を
お
こ
な
う
反
復
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
本
質
的
に
パ
ロ
デ
ィ
ー
や
不
真
面
目
さ
に
つ
な
が
り
、
正
統
や
権
威
、
純
粋
と
い
う
よ
う

な
支
配
的
構
造
を
構
成
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
撹
乱
し
、
転
覆
す
る
可
能
性
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
戦
略
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
ブ
ル

　
デ
ェ
ー
の
社
会
批
判
の
立
場
が
正
統
・
権
威
・
純
粋
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
承
認
し
て
し
ま
う
の
と
は
正
反
対
で
あ
る
も
の
の
、
パ
ロ
デ
ィ
ー
が
威
力
を

　
も
っ
た
め
に
は
こ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
結
果
的
に
裏
支
え
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
冒
島
昏

　
ゆ
戸
一
二
〇
ぴ
O
恥
毛
織
恥
、
§
§
さ
、
頸
き
ミ
帖
遷
蹄
ミ
§
N
職
苗
田
⑦
ミ
魯
器
誘
ご
嵩
ミ
㍗
§
蕊
職
童
労
O
⊆
二
Φ
鳥
α
q
ρ
一
㊤
り
ρ
　
（
竹
一
村
U
和
子
訳
、
　
噸
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
ー
フ

　
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
概
乱
一
㎞
、
青
旗
社
、
一
九
九
九
隼
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
0
＞
　
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
マ
ス
ミ
、
「
帰
属
の
政
治
経
済
学
と
関
係
の
論
理
」
、
小
町
谷
尚
子
訳
、
欝
心
想
軸
第
九
一
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
号
を
参
照
の
こ

　
と
。

（
2
1
）
護
6
匿
ぎ
二
8
葺
－
．
、
霊
G
Q
8
聾
①
U
瞳
ω
。
覚
ぎ
9
。
剛
鴨
Φ
2
9
剛
ω
Φ
．
、
噂
（
δ
刈
。
。
）
b
碁
ミ
昏
ミ
勧
ミ
㍉
㊤
り
心
－
密
茂
8
ω
○
毘
ぎ
勢
a
”
℃
P
朝
認
ふ
ω
ω
ウ

　
（
「
危
機
に
立
つ
規
律
後
会
し
、
冊
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
鴨
㎞
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
。
な
お
、
初
出
は
フ
ー
コ
ー
の
二
度
欝
の
来
日
の
際

　
に
な
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
（
朝
日
新
聞
一
九
七
八
年
四
月
一
八
日
夕
刊
）
）
。

（
2
2
）
　
ζ
凶
。
冨
㎞
周
窪
6
窪
び
き
蔑
。
凡
鳶
§
ミ
影
～
ヘ
ミ
隷
ぎ
ト
ト
ト
疑
く
腎
ミ
醤
蔵
§
縛
ミ
㌣
ゆ
＆
賦
。
霧
○
鉱
一
一
乾
霧
阜
一
竃
①
も
P
嵩
。
。
∴
。
。
b
。
’
（
渡
辺
守
章

　
訳
、
隅
性
の
歴
史
王
　
知
へ
の
意
志
勧
、
新
潮
社
、
　
　
九
八
六
年
）
。

（
2
3
）
　
ζ
【
o
冨
同
閃
0
9
婁
F
募
ミ
誌
鈍
Q
ミ
⑦
§
ヘ
ミ
隷
§
ト
ト
ト
霜
§
、
ミ
’
・
、
“
§
寒
竃
鏑
ε
．
⊆
け
曾
も
鳥
。
。
9

（
2
4
）
　
Ω
濠
ω
U
①
δ
§
ρ
、
略
。
ω
マ
ω
o
憎
一
白
償
ヨ
　
ω
母
δ
。
・
ω
◎
Ω
蜂
象
含
O
o
葺
δ
一
①
，
．
－
き
黛
愚
ミ
臼
蓋
圃
象
賦
9
あ
息
①
窯
ヨ
ニ
昼
お
8
も
』
爵
（
賞
篇
林
下
訳
、

　
『
記
号
と
事
件
…
一
九
七
二
一
一
九
九
〇
年
の
対
謡
1
勧
、
河
出
書
房
薪
社
、
一
九
九
二
隼
）
。



構造決定

11
1

ブルデュー

デュルケー一一ム

レヴK＝・スト

鋤
性

媚
向

個
志

レヴィ篇ストロース

@　　構造主義
@　　機能主義

ギデンズ

　　規律社会
Y業社会・市民社会

　　　　管理社会
﨣�ｻ社会・ポスト市民社会

　ドゥルーズ

h
I

理解社会学
ｻ象学的社会学エスノメソドロジー

@　　　　ウェーバー

@　　　　　　　　　IV1

構造非決定

個の受動

被触発性

（
2
5
）
　
O
譲
①
ω
　
U
包
Φ
二
N
ρ
　
．
、
勺
。
ω
什
1
ω
q
6
ε
ヨ
　
Q
つ
＝
同
　
δ
ω

ω
o
o
融
舷
ω
鳥
Φ
O
o
馨
δ
δ
－
”
噂
。
℃
．
o
同
r
P
b
Q
鳶
・

（
2
6
）
　
b
u
ユ
餌
ロ
竃
霧
望
ヨ
㌍
、
菊
Φ
ρ
総
Φ
ヨ
8
村
0
9
勺
吋
。
ω
O
Φ
o
鉱
く
Φ

σ
①
麟
ユ
”
門
。
薯
母
伍
餌
℃
麟
噌
ユ
0
6
霧
。
門
《
○
「
凶
¢
ρ
¢
o
o
｛
O
餌
覧
霞
磨

凶
ω
け
℃
o
≦
①
民
．
”
屠
Φ
鋤
コ
。
冠
閤
p
鼠
ヨ
嚢
ゆ
講
①
嵩
匹
内
Φ
〈
ぎ
旨
。
鵠
国
Φ
巨
臼

　
（
Φ
匹
ω
曾
）
讐
b
民
§
ミ
黛
§
織
O
ミ
犠
鳳
ミ
篭
、
冬
ミ
§
帖
翁
§

ぎ
勘
職
β
き
職
8
愚
婁
寝
お
駄
Ω
ミ
聾
ミ
鳶
¢
三
く
9
ω
陣
蔓
。
暁

竃
『
ロ
Φ
ω
o
富
勺
＄
ω
ω
－
お
㊤
o
。
》
戸
昭
．

（
2
7
）
　
ト
ヨ
タ
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
お
い
て
包
括

的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
門
田
安
弘
、
『
新
ト
ヨ
タ
シ
ス
テ

　
ム
㎏
、
講
談
社
、
一
九
九
一
年
。

（
2
8
）
　
寓
同
6
び
国
墨
筆
鋤
a
ρ
．
、
↓
び
①
芝
津
げ
霞
ぢ
閃
。
剛
Ω
〈
出
も
o
o
o
堕

Φ
蔓
、
、
”
b
ミ
鳴
ミ
爲
匙
謡
駄
○
ミ
ミ
ミ
篭
、
〉
ペ
ミ
§
帖
毒
§

き
ミ
勘
勲
き
凡
ミ
。
。
愚
婁
り
無
苺
織
G
ミ
N
ミ
ミ
リ
¢
艮
く
臼
ω
謬
く
O
h

竃
ぎ
器
ω
o
＄
勺
器
ω
ρ
ド
㊤
O
。
。
り
O
■
ω
吟
（
大
脇
美
智
子
訳
、
「
市
民

社
会
の
衰
退
」
、
『
批
評
空
間
聴
手
二
期
二
一
号
、
一
九
九
九

年
）
。

（
2
9
）
　
b
ご
二
軸
5
］
≦
m
ω
ω
瓢
日
圃
”
．
、
濁
Φ
ρ
三
①
日
8
「
○
⊆
「
勺
8
ω
娼
①
o
甑
く
Φ

∪
Φ
鋤
飢
…
↓
o
≦
鋤
「
伽
四
勺
p
o
詳
8
言
讐
。
「
《
O
『
圃
臥
ρ
儲
Φ
o
胤
O
山
℃
搾
巴
－

尻
什
勺
。
≦
興
、
ご
。
マ
9
け
◎
》
O
・
留
■

（
3
0
）
　
ゆ
ユ
p
づ
憲
四
ω
ω
‘
ヨ
眞
、
．
男
Φ
ρ
三
Φ
ヨ
｛
o
『
O
∬
鴎
℃
円
。
ω
O
ω
9
ぞ
Φ

U
Φ
国
α
”
6
0
≦
o
巴
窪
餌
℃
ロ
「
二
〇
ぢ
磐
。
「
《
0
ユ
ニ
ρ
＝
Φ
o
h
O
帥
宮
富
憎

陣
ω
け
℃
o
毛
Φ
筏
．
闇
o
P
o
酌
f
P
器
．

〈
社
会
的
な
も
の
〉
と
く
個
人
的
な
も
の
V
に
お
け
る
非
決
定
性
の
関
係
論

一
三
九



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
一
号

一
四
〇

（
3
1
）
○
…
Φ
巴
）
①
δ
轟
ρ
．
、
2
、
Φ
ω
掌
8
程
、
鎧
巳
）
善
。
ω
三
富
．
．
讐
ミ
§
羨
き
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
。
恥
魯
ぎ
密
三
§
9
ω
Φ
音
響
瞬
㊤
。
。
㊤
も
」
㊤
一
．
（
財
津
理
訳
、
「
装

置
と
は
何
か
」
、
『
現
代
思
想
㎏
第
二
五
巻
第
三
号
、
一
九
九
七
年
三
月
号
）
。

（
3
2
）
　
O
強
Φ
ω
U
Φ
δ
窩
や
．
、
℃
o
ω
亨
ω
與
号
ε
ヨ
…
ω
霞
一
①
ω
ω
o
o
猷
泳
ω
号
O
o
馨
δ
一
①
．
ド
8
■
o
圃
酵
4
0
』
お
■

（
3
3
）
O
籠
①
ω
U
①
削
①
罠
①
節
電
一
一
×
O
露
餌
器
物
ミ
凡
ミ
き
§
§
㍉
§
§
発
偽
ミ
恥
ミ
曾
方
略
愚
ミ
§
貴
密
婆
9
あ
紆
≦
昌
舞
一
一
㊤
。
。
Φ
も
P
お
O
誌
ω
N
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dem　Gesetz　abzuweichen　？

　　Ich　m6chte　den　Anhalt　zu　diesem　Problem　in　“einem　Faktum　der　reinen　Ver－

nunft”　finden，　das　das　HervortreteR　des　Gesetzes　besagt．　Diese　Abhandlung　inter－

pretiert　dieses　Faktum　als　das　SelbstbewuBtsein　der　reinen　Vernunft．　Nach　dieser

Interpretation　bedeutet　das　Gesetz　dasjenige　Bild　der　Vernunft，　das　erst　dann

entsteht，　wenn　die　Vernunft　ihrer　selbst　inne　wird．　Erst　durch　dieses　Gesetz，　d．i．　ihr

Bild，　erkennt　sie　das，　was　sie　ist．　Erst　durch　dieses　SelbstbewuBtsein　vermittelst

des　Gesetzes　wird　sie　zu　sich　selbst．　1）ie　Abweichung　von　dem　Gesetz　muB　ihre

Wurzeln　in　diesem　Werden　der　Vernunft　haben．　Auf　Grund　dieser　lnterpretation

zeige　ich　zum　SchluB，　was　das　Rtitsel　des　Ursprungs　der　Abweichung　von　dem

Gesetz　bedeuten　soll．

The　Logic　of　the　lndeterminable　Relations

　　　between　the　Social　and　the　Personal

　　　　　On　the　Passage　from　Disciplinary　Society

　　　　　　　　　　　　　to　the　Society　of　Control

　　　　Akihiro　NoMuRA

Research　Student　of　Sociology

　Graduate　School　ef　Letters

　　　　　Kyoto　University

　　According　to　sociological　perspective，　the　person　has　generally　been　considered

as　a　“social－being”，　whose　recognition　and　practices　have　been　always－already

regulated　by　the　social　conditions．　This　perspective　was　emphasized　by　the　spread

of　structuralisrra　which　persuasively　discusses　the　de－centering　of　the　subject．　The

implications　of　structural　determinism，　however，　have　been　opposed　by　the

attempt　to　theorize　the　return　of　the　subjectivity．

　　The　leading　sociologists　of　tltis　critical　perspective，　Pierre　Bourdieu　and　Anth－

ony　Giddens　reconsidered　the　concept　of　the　structure，　and　put　forward　the　interde－

pendent　relationship　between　the　structure　and　the　subject．　There　are　not　a　few

different　points　between　the　two　theorists，　but　Bourdieu　and　Giddens　take　up　a

corrimon　’ 狽?ｅｏｒｅｔｉｃａｌ　position　under　which　the　subject　is　not　to　simplify　as　the

subjugated　but　is　regarded　as　the　agency　with　a　certain　activity．　Their　social

theories　don’t　accept　the　static　relationship　between　the　structure　and　the　subject
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but　conceptualize　the　strztcturation，　that　is，　the　structuring　process　of　socia1　rela－

tions　with　a　dynamisrn　that　accompanies　the　subjective　agents．　Their　concept　of

the　structure　is　the　medium　organizing　the　way　of　the　agents　and　the　outcome

produced　by　them．　To　indicate　the　reflexivity　that　mediate　between　the　society　and

the　person，　Bourdieu　and　Giddens　established　their　social　theories　that　subscribe

neither　structural　determinism　nor　voluntarism．

　　Their　reflexive　socioiogy，　however，　shows　merely　the　reproduction　of　the　struc－

ture　in　spite　of　suggesting　the　activity　of　the　agency．　Their　theoretical　frameworks

are　inherently　possessed　of　this　aspect　as　their　own　limit．　Both　of　them　are　to

interpret　consequently　that　the　changes　are　reduced　to　the　generative　foundation

of　the　given　structure　or　habitus，　by　reason　of　presupposing　the　external　relation

between　the　society　and　the　person　which　is　mediated　by　the　practices．

　　Is　it　possible　to　consider　logically　and　empirically，　however，　that　such　a　relation

is　an　external　one？　lt　is　unrealizable　to　suppose　the　society　without　the　person，　or

the　person　being　outside　the　society　for　all　practical　purposes．　The　society　and　the

person　are　inseparably　related　to　each　other　and　simultaneously　constituted．

Bourdieu　and　Giddens　give　substance　to　the　binomial　relation　that　the　agents

mediate　between　the　society　and　the　person．　We　might　think　that　such　a　suspect，

binomial　schema　is　what　their　analytic　procedures　call　for，　but　the　in－between　that

is　indicated　by　this　relation　is　the　actual．　Both　what　is　called　the　society　and　the

person　are　effects　or　derivations　that　internally　arise　from　the　in－between　keeping

the　intensity．　lt　would　be　better　to　regard　the　action　not　as　the　medium　that　is

reduced　to　the　structure　or　the　subject　but　as　the　event　that　the　in－between　gives

rise　to．　Such　a　point　of　view　will　enable　us　to　consider　the　social　and　the　personal

as　the　internal　lines　that　arise　from　the　space　in－between．　The　action　is　to　perform

in　the　moment　excited　by　the　intensity　of　the　in－between，　which　has　no　determi－

nant　foundation．

　　This　theoretical　reconsideration　would　moreover　give　us　the　effective　perspec－

tive　in　dissection　of　the　contemporary　society　of　control　that　Gilles　Deleuze　called．
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