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デ
ュ
ル
ケ
ム
と

＾
制
度
〉

理
論

は
じ
め
に

デ
ュ
ル
ケ
ム
社
会
理
論
を

〈制
度
〉
理
論
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
。

こ
れ
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
デ
ュ
ル
ケ
ム
特
集
」
と
な
る
と
、
普
段
に
も
ま
し
て
、

今
な
ぜ
デ
ュ
ル
ケ
ム
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ

、
、
、
、

い
ま
ど
き
デ
ュ
ル
ケ
ム
な
の
か
。

こ
の
問
い
に
は
‘
社
会
学
に
と

っ
て
は
「
古
典
」
と
い
う
も
の
が

非
常
に
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
答
え
方
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
、
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
は
‘

「
古
典
の
中
心

(
l
)
 

性
」
と
言

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
か
、
あ
の
マ
ー
ト
ン
な
ど
は
‘
「
そ

の
創
立
者
の
こ
と
を
忘
れ
か
ね
て
い
る
科
学
は
、
も
う
駄
目
で
あ

る
」
と
い
う
ホ
ワ
イ
ト
ヘ

ッ
ド
の
言
葉
を
、
『
社
会
理
論
と
社
会
構

造
』
（
増
補
版
）
の
第

一
論
文
「
社
会
学
理
論
の
歴
史
と
体
系
」
の

エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
掲
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
社
会
学

理
論
の
歴
史
」
と
「
社
会
学
理
論
の
体
系
」
と
の
混
同
、
す
な
わ
ち
、

中

島

道

男

奈
良
女
子
大
学
文
学
部
助
教
授

い
わ
ば
「
歴
史
的
な
体
系
」
と
で
も
呼
ば
れ
る
も
の
が
戒
め
ら
れ
て

い
た
。
こ
う
し
て
、
彼
の
立
場
は
「
古
典
の
中
心
性
」
と
い
う
こ
と

へ
の
批
判
と
な

っ
て
い
る
。
マ
ー
ト
ン
に
あ

っ
て
は
、
社
会
科
学
と

自
然
科
学
の
基
本
的
同
一
性
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
社

会
学
は
、
創
立
者
を
忘
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
然
科
学
と
は
違
う

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
、
自
然
科
学
に
比
べ
て
社
会
学

が
遅
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
然
科
学
と

社
会
学
は
性
格
か
異
な
る
の
で
あ

っ
て
、
同
列
に
は
論
じ
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。
社
会
学
の
場
合
、

「
説
明
」
で
は
な
く
「
デ
ィ
ス
ク
ー

ル
」
ー
‘
|
「
通
常
科
学
」
の
議
論
に
比
べ
れ
ば
よ
り
一
貫
し
て
、
一

般
的
で
思
弁
的
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
そ
の
議
論
形
態
を
さ
す

I

こ
そ
が
そ
の
特
徴
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
、

「古
典
の
中
心
性
」

と
い
う
こ
と
も
で
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
議
論
を
す
る
た

め
に
は
‘
科
学
史
1
1

科
学
哲
学
の
新
し
い
動
向
で
あ
る
脱
ー
＇
経
験

主
義
的
な
科
学
観
と
の
関
連
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
ま
た
、

「
古
典
の
中
心
性
」
を
批
判
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
立
場
で
あ
る
、
ク
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ェ
ン
テ
ィ
ン

・
ス
キ
ナ
ー
に
代
表
さ
れ
る
歴
史
主
義
の
立
場
の
検
討

な
ど
、
も
っ
と
も
っ
と
綿
密
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い

。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
に
す
べ
て
を

委
ね
る
か
た
ち
で
深
入
り
は
避
け
、
「
古
典
の
中
心
性
」
と
い
う
こ

と
は
前
提
と
し
た
い

。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
考
え
る
必
要
が
あ
る

の
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
い
う
「
古
典
」
を
ど
う
読
む
か
、
と
い
う
読

み
方
の
問
題
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
ど
こ
に
現
代
的
意
義
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。

私
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
現
代
的
意
義
の
ひ
と
つ
は
そ
の
〈
制
度
〉

理
論
に
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
で
は
‘
な
ぜ

〈制
度
〉
で
あ
ろ
う

か
。
制
度
は
‘
言
う
ま
で
も
な
く
‘
行
為
や
社
会
関
係
な
ど
と
並
ぶ
、

社
会
学
の
分
析
諸
次
元
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
社
会
学
的
営
為
の
拠
点

を
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
行
為
に
、
ジ
ン
メ
ル
は
社
会
関
係
に
求
め
た
の

に
た
い
し
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
拠
点
が
制
度
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
周

知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
で
は
‘
制
度
に
注
目
す
る
こ
と
、
さ
ら
に

は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
〈
制
度
〉
に
注
目
す
る
こ
と
に
は
い
か
な
る
意

義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
大
き
く
迂
回
し
て
、
デ
ュ
ル
ケ

ム
研
究
者
で
あ
り
宗
教
社
会
学
者
で
あ
る
ベ
ラ
ー
を
と
お
し
て
こ
の

問
い
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
社

会
理
論
を

〈制
度
〉
理
論
と
し
て
読
み
解
く
と
い
う
私
の
問
題
関
心

が
、
ど
こ
ら
あ
た
り
か
ら
発
し
て
い
る
か
も
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

デ
ュ
ル
ケ
ム
か
ら
ペ
ラ
ー
へ
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ベ
ラ
ー
と
い
え
ば
市
民
宗
教
論
が
有
名
で
あ
る
。
し
か
も
‘
こ
の

市
民
宗
教
論
に
は
‘
ベ
ラ
ー
が
良
質
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
研
究
者
で
も
あ

る
と
い
う
こ
と
か
よ
く
で
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

デ
ュ
ル
ケ
ム
研
究
者
と
し
て
の
ベ
ラ
ー
は
、
い

っ
た
い
デ
ュ
ル
ケ

ム
の
ど
こ
に
注
目
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
‘
ベ

ラ
ー
が
注
目
し
た
の
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
独
特
な
社
会
学
観
お
よ
び
社

会
学
者
観
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
著
作
に
お
い
て
は
、

「社
会
」

と
い
う
タ
ー
ム
ほ
ど
あ
り
ふ
れ
て
は
い
る
か
難
解
な
も
の
も
な
い
。

こ
の
「
社
会
」
概
念
を
理
解
す
る
こ
と
は
‘
は
と
ん
ど
デ
ュ
ル
ケ
ム

思
想
の
全
体
を
理
解
す
る
こ
と
だ
と
す
る
ベ
ラ
ー
は
、
「
デ
ュ
ル
ケ

ム
に
よ
る
『
社
会
』
と
い
う
タ
ー
ム
の
用
法
は
、
経
験
科
学
に
よ
り

も
古
典
神
学
に
近
い

」
部
分
さ
え
あ
る
‘
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

道
徳
や
神
性
が
社
会
に
外
在
的
な
概
念
な
ど
で
は
な
く
、
そ
の
本
質

的
な
部
分
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
支
配
的
な
経
験
科

学
と
し
て
の
社
会
学
と
は
異
な
っ
た
社
会
学
が
、
そ
こ
に
は
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
対
応
し
て
、
デ
ュ
ル
ケ

ム
は
単
に
社
会
学
者
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
‘
哲
学
者
、
モ
ラ
リ
ス

ト
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
第
三
共
和
政
の
市
民
宗
教
の
高
僧

•

神

学
者
で
あ
り
、
近
代
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
西
欧
社
会
の
危
機
に
立
ち
向

か
う
予
言
者
で
も
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
自
己
規
定
の
こ
の
広
さ
こ

そ
が
、
「
わ
れ
わ
れ
の
社
会
お
よ
び
学
問
に
お
け
る
現
在
の
危
機
」



(2
)
 

に
レ
リ
ヴ
ァ
ン
ト
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
ベ
ラ
ー
の
認
識
で
あ
る
。

デ
ュ
ル
ケ
ム
研
究
の
な
か
で
も
最
も
お
も
し
ろ
い
と
い
え
る
ベ
ラ
ー

の
デ
ュ
ル
ケ
ム
論
の
焦
点
は
、
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
流
通
し

て
い
る
も
の
と
は
異
な
っ
た
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
独
特
な
社
会
学

・
社

会
学
者
観
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
は
ま
た
、
市
民
宗
教
論
に
も
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
か
も
‘
ベ
ラ
ー
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
研
究
は
市
民
宗
教
論
に
結

実
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
実
際
、
市
民
宗
教
論

に
つ
い
て
は
、
ベ
ラ
ー
自
身
、
「
デ
ュ
ル
ケ
ミ
ア
ン
な
ら
誰
で
も
言

(3
)
 

っ
た
で
あ
ろ
う
類
い
の
こ
と
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
市
民

宗
教
と
い
う
概
念
そ
れ
自
体
が
混
乱
し
て
い
る
と
い
う
批
判
も
あ
る

ほ
ど
で
、
こ
の
論
点
を
全
面
的
に
扱
う
こ
と
は
今
は
で
き
な
．い
。
こ

こ
で
は
、
あ
く
ま
で
デ
ュ
ル
ケ
ム
を
み
る
た
め
の
鏡
と
し
て
ベ
ラ
ー

の
市
民
宗
教
論
を
み
る
に
す
ぎ
な
い

。
因
み
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
論
の

脈
絡
で
は
、
市
民
宗
教
は
、
「
社
会
の
最
深
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
価
値
コ

(4
)
 

ン
セ
ン
サ
ス
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

市
民
宗
教
論
に
お
け
る
関
心
は
、
ベ
ラ
ー
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
‘

「
定
義
上
の
も
の
で
も
理
論
的
な
も
の
で
も
な
く
、
実
践
的
な
も

(
5
)
 

の
」
で
あ
る
。
こ
の
点
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
の
連
続
性
が
端
的
に
現

れ
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
市
民
宗
教
と
い
う
タ
ー

ム
は
、
そ
の
後
ベ
ラ
ー
自
身
に
よ

っ
て
撤
回
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
市

民
宗
教
論
に
は
、
当
初
か
ら
、
肯
定
・
否
定
を
問
わ
ず
さ
ま
ざ
ま
な

反
応
が
あ

っ
た
が
、
ベ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
‘
「
私
が
市
民
宗
教
と
呼
ん

(6
)
 

だ
も
の
を
偶
像
的
な
国
家
崇
拝
と
同
一
視
す
る
」
と
い
う
誤
解
が
彼

に
と

っ
て
最
も
悲
劇
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
最
近

の
『
心
の
習
慣
』
や

『良
き
社
会
』
で
は
、
市
民
宗
教
と
い
う
タ
ー

ム
は
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
底
に
流
れ

て
い
る
精
神
は
、
い
さ
さ
か
も
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

込

0
ヵ

た
と
え
ば
『
心
の
習
慣
』
に
み
ら
れ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
で
支
配

的
と
な

っ
て
い
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
個
人
主
義
に
対
抗
す
る
‘
と
い
う

実
践
的
な
関
心
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
対
抗
の
拠
点
と
し
て
、

(
7
)
 

「
聖
書
的

・
共
和
派
的
伝
統
」
が
称
揚
さ
れ
て
い
る
。
著
作
の
タ
イ

ト
ル
か
ら
み
て
も
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
影
響
が
き
わ
め
て
大
き
い
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
し
、
ま
た
ア
メ

リ
カ
論
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て

も
そ
れ
は
当
然
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
に
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
研

究
者
と
し
て
の
経
歴
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
市
民
宗

教
論
に
み
ら
れ
た
、
「
真
の
民
主
的
な
ア
メ
リ
カ
の
回
復
」
と
い
う
関

心
こ
そ
が
、
こ
こ
に
も
や
は
り
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

通
底
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
実
践
的
と
い
え
る
そ
の
問
題
関
心
だ

け
で
は
な
い

。
し
ば
し
ば
批
判
の
的
と
な

っ
た
、
市
民
宗
教
概
念
の

曖
昧
さ
は
、
ア
メ
リ
カ
共
和
国
の
本
性
そ
の
も
の
に
み
ら
れ
る
混
乱

に
根
が
あ
り
、
市
民
宗
教
を
真
に
明
確
に
し
よ
う
と
思
え
ば
、
ア
メ

リ
カ
共
和
国
の
改
革
を
と
も
な
う
‘
と
す
る
ベ
ラ

1
は
、
ア
メ
リ
カ

共
和
国
の
形
成
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
「
基
本
的
不
明
確
さ
」

を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
共
和
主
義
と
自
由
主
義
と
い
う
、
異

28 



な
っ
た
、
し
か
も
対
照
的
な
政
治
観
念
の
並
立
に
求
め
ら
れ
る
。
市

民
宗
教
論
の
脈
絡
で
と
ら
え
ら
れ
た
こ
の
論
点
こ
そ
は
、
先
に
み
た

よ
う
に
、
『
心
の
習
慣
』
に
継
承
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
市
民

宗
教
と
い
う
タ
ー
ム
こ
そ
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
「
市
民
宗
教

論
」
が
放
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は
全
く
な
い
。
ベ
ラ
—
自
身
、
「
『
心
の

習
慣
』
が
大
き
な
関
心
を
向
け
た
の
は
、
市
民
宗
教
に
か
ん
す
る
諸

著
作
で
あ
つ
か
っ
た
の
と
同
一
の
実
質
的
な
諸
問
題
で
あ
る
」
、
と
明

言
し
て
い
る
。
因
み
に
、
「
甚
本
的
不
明
確
さ
」
を
指
摘
し
た
先
の

論
文
に
は
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
墓
本
的
諸
制
度
に
つ
い
て
の
理
解
の

試
み
‘
ア
メ
リ
カ
の
諸
制
度
の
意
味
に
つ
い
て
の
自
已
反
省
の
試
み

が
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
反

C12
)
 

省
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
、
こ
れ
こ
そ
、
『
良
き
社
会
』
で
追
求
さ

れ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
（
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
一
九
七

八
年
の
こ
の
論
文
が
新
た
に
『
破
ら
れ
た
契
約
』
第
二
版
の

a
f
t
e
r
w
o
r
d
と
し
て
収
録
さ
れ
た
こ
と
も
、
大
い
に
う
な
ず
け

る
。
）以

上
の
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
な
か
に
注
目
さ
れ
た
社
会
学

観
・
社
会
学
者
観
は
、
そ
の
ま
ま
ベ
ラ
ー
自
身
の
仕
事
に
一
貫
し
て

脈
打

っ
て
い
る
。
実
際
、

『心
の
習
慣
』
の
「
公
共
哲
学
と
し
て
の

社
会
科
学
」
と
題
す
る
「
付
論
」
で
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
ヘ
の
言
及
こ

そ
み
ら
れ
な
い
が
、
「
社
会
科
学
と
哲
学
と
の
境
界
が
ま
だ
閉
ざ
さ

れ
て
い
な
か

っ
た
こ
ろ
の
社
会
科
学
の
概
念
の
意
識
的
な
更
新
」
こ

そ
、
新
し
い
現
実
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
大
事
で
あ
る
旨
が
述
べ
ら

れ
、
「
狭
く
職
業
的
な
社
会
科
学
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
‘

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
公
共
哲
学
と
し
て
の
社
会
科
学

は
、
…
社
会
自
身
の
自
已
理
解
あ
る
い
は
自
己
解
釈
の

一
形
態
と
な

る
。
そ
れ
は
社
会
の
伝
統
、
理
想
、
願
望
を
そ
の
現
在
の
現
実
と
並

(13
)
 

置
す
る
。
そ
れ
は
社
会
に
向
け
て
鑑
を
掲
げ
る
」
、
と
。
後
に
み
る
よ

う
に
‘
こ
う
し
た
考
え
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
お
い
て
も
知
識
人
の
位

置
づ
け
と
の
関
連
で
確
実
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
論
、
市
民
宗
教
論
、
そ
し
て
ポ
ス
ト
市
民
宗

教
論
と
形
こ
そ
異
な
れ
、

l

貰
し
た
関
心
の
も
と
で
書
か
れ
て
い
る

『良
き
社
会
』
に
お
い
て
、
中
心
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
制
度
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
制
度
観
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い

。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
‘
ベ
ラ

ー
に

一
貫
し
て
い
る
ス
タ
ン
ス
こ
そ
は
‘
い
か
に
も
優
れ
た
デ
ュ
ル

ケ
ム
研
究
者
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
大
き
な
迂
回
を
し
て

し
ま

っ
た
か
、
き
わ
め
て
実
践
的
な
問
題
関
心
か
ら
出
発
し
て
い
る

ベ
ラ
ー
が
、
制
度
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
観
点
か
ら
か

と
い
う
点
こ
そ
、
私
が
注
目
し
た
い
こ
と
で
あ
る
。
実
践
的
問
題
関

心
と
制
度
が
拠
点
と
さ
れ
た
こ
と
と
は
、
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
ベ
ラ
ー
の
制
度
観
を
み
る
こ

と
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
を

〈制
度
〉
の
理
論
と
し
て
読
む
本
稿
の
立
場

に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
ろ
う
。
制
度
に
焦
点
を
あ
て
て
社
会
に
迫
る

こ
と
に
は
‘
い
か
な
る
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ベ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
社
会
に
つ
い
て
考
え
る
、
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
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的
な
思
考
法
に
は
、
あ
る
種
の
還
元
主
義
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
ま

ず
‘
問
題
は
個
人
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
る
。
こ
れ
で

も
し
う
ま
く
い
か
な
い
と
す
る
と
、
次
に
、
組
織
の
問
題
で
は
な
い

か
と
考
え
る
°|
|
_
こ
う
し
た
思
考
法
の
存
在
で
あ
る
。

こ
れ
に
た

い
し
て
、
「
こ
う
し
た
思
考
パ
タ
ー
ン
に
よ

っ
て
見
失
わ
れ
て
し
ま

う
も
の
こ
そ
、
諸
制
度
の
力
で
あ
り
、
善
と
悪
と
に
た
い
し
て
そ
れ

(14
)
 

が
も
っ
て
い
る
大
き
な
可
能
性
で
あ
る
」
、
と
ベ
ラ
ー
は
述

べ
て
い
る
。

組
織
と
制
度
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
組
織
の
目
的
や
意

(15
)
 

味
を
規
定
す
る
も
の
こ
そ
、
諸
制
度
的
パ
タ
ー
ン
な
の
で
あ
る
。
因

み
に
、
制
度
は
、
「
規
範
的
な
、
す
な
わ
ち
道
徳
的
な
期
待
の
諸
パ

(16
)
 

タ
ー
ン
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ラ
ー
が
依
拠
し
た
公
共
哲
学
者

た
ち
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
が
抱
え
て
い
る
問

題
は
、
新
し
い
形
の
道
徳
的
反
省
お
よ
び
そ
れ
を
具
体
化
す
る
実
践

に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
は
制
度
の
変
革
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
、
と
す

(17
)
 

る
点
で
あ
る
。
道
徳
的
議
論
だ
け
で
意
義
あ
る
制
度
変
化
は
生
ま
れ

8
)
 

え
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
不
可
欠
で
あ
る
こ

の
よ
う
に
、

『良
き
社
会
』
で
も
、
制
度
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
「
社
会
自
身
の
自
已
理
解
あ
る
い
は
自
己
解
釈
」
で
あ
る

「
公
共
哲
学
と
し
て
の
社
会
科
学
」
の
具
体
化
が
目
指
さ
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

制
度
と
組
織
の
区
別
と
い

う
‘
ベ
ラ
ー
の
こ
の
考
え
は
‘
哲
学

者
・
中
村
雄
二
郎
の
い
う
と
こ
ろ
と
も
重
な

っ
て
い
る
。
中
村
は
‘

『
術
語
集
』

と
題
し
た
著
作
で
、

「
わ
れ
わ
れ
を
と
り
ま
く
現
実
や

世
界
を
読
み
解
く
た
め
の
基
本
用
語
」
を
四
十
と
り
だ
し
て
い
る
が
、

そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
制
度
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
「
か
つ
て
は
〈
制
度
〉

と
い
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
、

国
家
（
法
的
国
家
）
、
地
方
自
治
体
、
政
党
、
結
社
、
学
校
、
会
社
、

組
合
な
ど
と
い
っ
た
、
明
確
に
実
定
化
さ
れ
、
法
制
化
さ
れ
た
も
の

の
こ
と
し
か
、
考
え
ら
れ
な
か

っ
た
」
が
、
重
要
な
基
本
用
語
と
し

て
い
ま
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
制
度
は
、
こ
れ
と
は
異
な
り
、

「
お

の
ず
と
集
団
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
自
己
表
現
を
有
機
的
に
組
織
化

9
)
 

し
、
体
系
化
す
る
」
も
の
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
と
。
こ
こ
に
ベ

ラ
ー
と
同
一
の
観
点
を
読
み
取

っ
て
も
、
間
違
い
は
な
か
ろ
う
。
こ

う
し
た
観
点
か
ら
す
る
制
度
論
の
精
緻
化
が
、
現
在
、
社
会
学
の
み

な
ら
ず
、
広
く
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ベ
ラ
ー
ヘ
と
大
き
く
迂
回
し
つ
つ
確
認
し
て
き
た
の
は
、
デ
ュ
ル

ケ
ム
の
独
特
な
社
会
学

・
社
会
学
者
観
は
そ
の
ま
ま
ベ
ラ
ー
自
身
の

社
会
学
・
杜
会
学
者
観
と
さ
れ
、
市
民
宗
教
論
、
ポ
ス
ト
市
民
宗
教

論
に
ま
で
受
け
継
が
れ
、
そ
う
し
た
「
公
共
哲
学
と
し
て
の
社
会
科

学
」
の
核
と
し
て
制
度
論
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
‘
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
い
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会

学
・
社
会
学
者
観
を
知
識
人
論
と
の
関
連
で
改
め
て
と
り
あ
げ
る
こ

と
に
し
よ
う
。

学
者
も
市
民
で
あ
る
か
ら
、
公
的
生
活
に
参
加
す
る
（
責
任
を
も

っ
て
役
割
分
担
す
る
）
義
務
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
ん
な
か
た
ち

で
だ
ろ
う
か
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
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、
、
、
、
、
、

わ
れ
は
、
と
り
わ
け
、
助
言
者
、
教
育
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
の
仕
事
は
、
同
時
代
人
を
支
配
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し

ろ
ず
っ
と
ず
っ
と
、
彼
ら
が
み
ず
か
ら
の
観
念
と
み
ず
か
ら
の
感
情

の
う
ち
で
自
分
自
身
を
認
識
す
る
そ
の
手
助
け
を
す
る
こ
と
で
あ

る」
(
1
9
0
4
,

p
.
 2

8
0
 "
二
ニ
―
頁
）
、
と
。
し
か
し
、
重
大
な
原
理
の

問
題
が
生
ず
る
と
学
者
は
書
斎
を
と
び
だ
す
ー
|
ー
ド
レ
フ
ュ
ス
事

件
の
際
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
ま
さ
に
そ
う
だ

っ
た
1

。
と
い
う
の

も
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
あ
っ
て
は
‘
社
会
学
者
の
任
務
は
公
的
生
活
の

原
理
の
探
求
だ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ラ
ー
を
と
お
し
て

み
て
き
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
再
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
さ

に
‘
「
公
共
哲
学
と
し
て
の
社
会
科
学
」
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、

重
要
な
の
は
‘
単
に
こ
う
し
た
関
心
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
‘

こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
理
論
化
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ベ
ラ
ー
に
ま
で
迂
回
し
な
が
ら
長
々
と
み
て
き
た
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
関

心
・
思
い
は
、

〈制
度
〉
理
論
と
い
う
か
た
ち
で
こ
そ
掬
い
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。

デ
ュ
ル
ケ
ム
の

〈
制
度
〉
理
論

デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
理
論
を

〈制
度
〉
理
論
と
し
て
読
み
解
く
と

い
っ
て
も
‘

〈制
度
〉
理
論
が
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
著
作
群
の
ど
こ
か
に

ま
る
ご
と
存
在
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
読
み

、
、
、
、

手
で
あ
る
私
の
創
造
的
な
読
み
の
産
物
で
あ
る
。
こ
の
読
み
の
性
格

に
つ
い
て
は
、
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
が
で
き
よ
う
。
た
と
え

ば
、
そ
れ
は
、
「
書
物
」
モ
デ
ル
と
対
比
さ
れ
る
「
テ
ク
ス
ト
」
モ

デ
ル
に
依
拠
し
て
、
「
テ
ク
ス
ト
の
意
味
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
‘

0
)
 

(
2
 

自
ら
構
成
し
な
が
ら
〈
受
信
〉
」
す
る
こ
と
と
言
っ
て
も
い
い
。
あ

る
い
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
お
い
て
イ
ン
ヴ
ィ
ジ
プ
ル
な
領
域
を
、
新

た
な
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ー
ク
を
産
出
す
る
こ
と
で
、
ヴ
ィ
ジ
プ
ル
に

(21
)
 

す
る
こ
と
と
も
言
え
る
。

さ
て
、
〈
制
度
〉
と
は
な
に
か
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
歴
史
学
認
識
と

の
関
連
で
み
て
い
こ
う
。
彼
は
ま
ず
、
〈
事
件
〉
と
〈
制
度
〉
を
区

別
す
る
(
1
9
0
3
b
,
p
.
 

1
4
6
)

。
両
者
は
、
偶
然
性
・
流
動
性
と

一
貫

性
・
規
則
性
と
い
う
対
照
的
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
(
1
9
0
3
a
,
p
.
 

1
9
5
)

。
社
会
の
見
か
け
上
の
歴
史
を
構
成
す
る
の
が
、
個
別
的
・
偶

然
的
諸
事
件
の
継
起
、
す
な
わ
ち
前
者
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
後

者
は
、
よ
り
基
本
的
よ
り
永
久
的
な
何
ら
か
の
も
の
(
1
9
0
3
b
,
p
.
 

1
4
6
)

、
あ
る
い
は
‘

固
定
化
さ
れ
組
織
化
さ
れ
た
思
考
お
よ
び
行
動

の
様
式
(
1
9
0
8
,
p
,
 

2
1
2
)

、
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
〈
事

件
〉
に
対
比
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
「
制
度
、
習
俗
、
諸
信
念
、

要
す
る
に
集
合
的
な
も
の
」(
1
9
0
3
a
,
p
,
 

1
9
5
)

と
い
う
記
述
も
み
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
〈
制
度
〉
は
、
「
諸

制
度
お
よ
び
そ
の
発
生
と
機
能
に
か
ん
す
る
科
学
」

(R
M
S
,p
.

X
X
I
I
:
 e四
三
頁
）
と
さ
れ
る
社
会
学
の
そ
の
対
象
た
る
「
社
会
的
事

実
」
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
〈
制
度
〉
を
、
ま
ず

は
、
「
社
会
的
事
実
」
と
と
ら
え
て
お
こ
う
。
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デ
ュ
ル
ケ
ム
が
当
時
の
歴
史
学
に
た
い
し
て
お
こ
な
っ
た
批
判
は
‘

〈事
件
〉
と

〈制
度
〉
が
十
分
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
(
1
9
0
8
,

p
.
 

2
1
2
)

。
そ
し
て
、

〈制
度
〉
を
認
識
し
て
こ
そ

は
じ
め
て

〈事
件
〉
も
理
解
で
き
る
、
と
さ
れ
る
(
1
9
0
8
,

p
.
 

2
0
1
)

。

因
み
に
、
こ
れ
は
、

〈事
件
〉
史
中
心
の
伝
統
的
歴
史
学
へ
の
批
判

で
あ
り
、
ア
ナ
ー
ル
派
が
歴
史
学
内
部
か
ら
お
こ
な

っ
た
刷
新
の
動

き
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
こ
の
歴
史
学
認

識
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
分
析
と
し
て
具
体
化
も
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

『世
界
に
冠
た
る
ド
イ
ツ
』
に
お
い
て
、
戦
争
中
の
ド

イ
ツ
の
一
連
の
残
虐
な
行
動
は
‘
意
志
の
病
的
な
肥
大
症
に
根
を
有

す
、
ド
イ
ツ
を
神
聖
な
力
の
現
世
で
の
最
高
の
顕
現
と
す
る
ド
イ
ツ

的
マ

ン
タ
リ
テ
か
ら
由
来
す
る
、
と
い
う
論
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
(
1
9
1
5
,

p
.
 

3

8
,
 4

4
)

。

し
か
し
、
こ
こ
に
は
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

。
そ
の
ひ
と
つ

が
、
ド
イ
ツ
的
マ

ン
タ
リ
テ
か
ら
必
然
的
に
一
連
の

〈事
件
〉
が
生

じ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
(
1
9
1
5
,

p
.
 

4
)

。
〈
制
度
〉
と

〈事

件
〉
の
あ
い
だ
の
媒
介
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
単
に
戦
争
分
析
の
も
つ
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い

。
〈
事

件
〉
は
社
会
学
固
有
の
領
域
で
は
個
人
の
行
為
を
指
す
も
の
で
あ
る

か
ら
、
先
の
問
題
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
社
会
学
全
体
に
ま
で
お
よ
ぶ
問

題
と
な
る
。
〈
制
度
〉
が
諸
個
人
の
行
為
を
拘
束
し
て
い
く
と
い
う
‘

あ
ま
り
に
も
周
知
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
像
に
お
い
て
中
心
的
な
位
置
を
占

め
て
い
る
の
が
、
や
は
り
先
の
二
分
法
な
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
諸

個
人
の
行
為
は
究
極
的
に
は

〈制
度
〉
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
い
、
や

は
り
、
両
者
の
あ
い
だ
の
媒
介
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
軽
視
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
‘
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
ラ

ン
グ
と
パ
ロ
ー
ル
の
も
つ
問
題

(22
~
 

で
あ
り
、
広
く
は
‘
構
造
主
義
の
も
つ
問
題
で
あ
る
後
に
用
い
る

こ
と
に
な
る
タ
ー
ム
で
言
え
ば
、
デ
ュ

ル
ケ
ム
の

〈客
観
主
義
〉
的

側
面
で
あ
る
。
因
み
に
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
が
意
義

を
も

っ
て
く
る
の
が
、
こ
の
脈
絡
に
お
い
て
で
あ
る
。
見
通
し
だ
け

を
強
引
に
述
べ
れ
ば
、
こ
の
媒
介
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
え
る
に
あ
た

っ

て
は
‘
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
身
体
の
問
題
を
避

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
「
生
成
的
ハ
ビ
ト
ゥ
ス

の
身
体
化
さ
れ
た
諸
原
理
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
に
お
い

て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
身
体
の
問
題
で
あ
る
。
デ
ュ
ル

ケ
ム
に
ひ
き
つ
け
て
言
え
ば
‘
ハ
ピ
ト
ゥ
ス
は

〈制
度
〉
の
身
体
化

し
た
も
の
な

の
で
あ
る
。
〈
制
度
〉
と
個
人
を
媒
介
す
る
も
の
と
し

て
の
身
体
と
い
う
論
点
こ
そ
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
、
モ
ー
ス
（
「身
体
技

法
」）

、
プ
ル
デ
ュ
ー
と
い
う
系
譜
で
次
第
に
明
確
に
な

っ
て
い

っ
た

も
の
で
あ
る
。

既
存
の

〈制
度
〉
が
諸
個
人
の
行
為
を
拘
束
す
る
、
と
い
う
の
が

従
来
の
典
型
的
な
デ
ュ
ル
ケ
ム
像
で
あ
ろ
う
が
、
今
み
て
き
た
よ
う

に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
こ
の
側
面
は
大
き
な
問
題
を
牢
ん
で
い
た
。
だ

か
ら
と
言
っ

て
デ
ュ
ル
ケ
ム
を
捨
て
去

っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
折
角

の
豊
か
な
鉱
床
が
無
駄
に
な

っ
て
し
ま
う
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
‘
既
成

の
像
に
よ

っ
て
尽
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

〈制
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度
〉
理
論
は
、
従
来
あ
ま
り
光
の
あ
て
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、

「
人
間
の
活
動
が
モ
ノ
に
な
る
」
と
い
う
論
点
を
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の

な
か
に
強
調
的
に
読
み
込
む
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。

「
社
会
的
モ
ノ
は
人
間
に
よ

っ
て
し
か
実
現
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、

そ
れ
は
人
間
の
活
動
の
所
産
な
の
で
あ
る
」

(
R
M
S
,p
.

1
8
:
 七
六

頁
）
、
と
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
述
べ
て
い
る
。
「
人
間
の
活
動
↓
モ
ノ
」
と

い
う
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
ど
の
よ
う
に
理
論
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
を
み
る
た
め
に
は
、
彼
の
社
会
概
念
に
分
け
入
る
こ
と

が
不
可
欠
と
な
る
。
検
討
の
素
材
と
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
職
業
集

団
論
で
あ
る
。

経
済
界
に
蔓
延
し
て
い
る
ア
ノ
ミ
ー
の
終
焙
の
手
段
と
し
て
、
デ

ュ
ル
ケ
ム
が
職
業
集
団
の
再
建
を
提
言
し
た
の
は
、
周
知
の
と
こ
ろ

で
あ
る
。
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
職
業
道
徳
が
備

わ
っ
て
い
る
職
業
集
団
の
再
建
が
提
言
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
道
徳
は
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
職
業

集
団
に
懸
け
ら
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
、
ま
さ
に
道
徳
の
形
成
な
の
で

あ
る
。
「
ア
ノ
ミ
ー
が
終
想
す
る
た
め
に
は
、
現
に
欠
落
し
て
い
る

諸
準
則
の
体
系
を
構
築
で
き
る
集
団
が
存
在
し
て
い
る
か
、
ま
た
そ

の
よ
う
な
集
団
が
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
D
T
S
,p
.
 VI

:
 

五
頁
）
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
問
題
は
、
道
徳
を

形
成
で
き
る
よ
う
な
、
道
徳
的
力
と
し
て
の
集
団
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
道
徳
は

〈制
度
〉
な
の
だ
か
ら
、

こ
の
問
題
こ
そ
は
、
「
人
間
の
活
動
↓
モ
ノ
」
と
い
う
論
点
を
組
み

込
む
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
〈
制
度
〉
理
論
に
と
っ
て
の
問
題
で
も
あ

る
。デ

ュ
ル
ケ
ム
に
と
っ
て
、
道
徳
と
は
そ
れ
が
実
践
さ
れ
る
は
ず
の

集
団
の
作
品
で
あ
り
、
道
徳
が
欠
落
し
て
い
る
の
は
、
集
団
が
十
分

な
凝
集
性
を
そ
な
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
(
L
S
,
p
.
 

5
2
:
 四
七
頁
）
。

生
き
生
き
と
〈
全
体
〉
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
愛
着
を
も
て
る
よ

う
な
集
団
こ
そ
が
、
必
要
な
の
で
あ
る
。
集
団
の
凝
集
性
が
大
で
あ

れ
ば
、
諸
個
人
の
緊
密
か
つ
頻
繁
な
接
触
が
生
ま
れ
、
共
同
性
が
増

大
す
る
か
ら
、
集
団
の
凝
集
性
は
道
徳
準
則
の
数
と
権
威
に
比
例
す

る
（
ミ
•L
S
,
 p.
 

4
7
:
 四
二
頁
）
。
「
社
会
生
活
と
は
、
な
に
よ
り
も
‘

同
一
の
目
的
に
向
か
う
人
々
の
努
力
が
調
和
す
る
コ
ミ
ュ
ノ
ー
テ
、

精
神
と
意
志
の
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
で
あ
る
」
(
L
S
,
p
.
 

5
5
:
 五

0
頁
）
と

い
う
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
概
念
を
端
的
に
示
す
よ
う
な
記
述
に
照

ら
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
先
の
論
点
は
、
道
徳
が
形
成
さ
れ
る
た
め

に
は
凝
集
性
の
源
泉
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
が
必
要
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
も
の
と
い
え
る
。
〈
全
体
〉
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
‘

コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
を
凝
集
性
の
源
泉
と
す
る
よ
う
な
職
業
集
団
で
こ
そ
‘

反
復
し
て
用
い
ら
れ
る
行
為
様
式
は
、
強
固
に
な
り
固
定
性
と
規
則

性
を
も
ち
、
習
慣
と
な
り
、
つ
い
に
は
行
動
準
則
と
な
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
オ

ン
が

〈制
度
〉
の
母
胎
な
の
で
あ
る
。

デ
ュ
ル
ケ
ム
に
み
ら
れ
る

「
人
間
の
活
動
↓
モ
ノ
」
と
い
う
視
点
。

先
に
社
会
概
念
と
の
関
連
で
み
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
‘
究
極
的
に
は

人
々
の
生
き
た
感
情
に
ま
で
眼
を
向
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
出
発
点
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は
感
情
の
共
同
性
で
あ
る
。
諸
準
則
は
‘
根
本
状
態
た
る
、
人
々
の

精
神
を
ひ
と
つ
に
す
る
こ
と
の
、
そ
の
外
部
的
表
現
な
の
で
あ
る

(L
S
,
 p
.
 

6
7
:
 六
三
頁
）
。
法
や
道
徳
の
格
率
の
根
底
に
は
実
際
の
生

き
た
感
情
が
流
れ
て
お
り
、
前
者
は
そ
の
「
表
面
的
外
被
」
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
(
S
U
,
p
.
 

3
5
6
:
 三
九
七
頁
）

。
法
や
道
徳
の
背
後
に

は
人
間
か
作
り
だ
す
生
き
た
感
情
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
〈
制
度
〉

の
背
後
に
は
集
合
心
理

・
感
情
が
働
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
の
論
点

は‘

〈制
度
〉
理
論
に
と

っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

さ
き
は
ど
は
〈
制
度
〉
を
「
社
会
的
事
実
」
と
押
さ
え
て
出
発
し

た
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
「
社
会
的
事
実
」
が
、

結
晶
化
・
固
定
化
と

い
う
観
点
か
ら
連
続
的
な
層
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
‘

周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
結
晶
化
・
固
定
化
の
程
度
の
最
も
低
い

と
こ
ろ
に
は
‘
「
社
会
的
潮
流
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
考
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る

(R
M
S
,p
p
.
 

6
-
7
 :
 五
六

I
七
頁
）

。
と
す
れ
ば
‘

〈制
度
〉
は
そ
の
背
後
で
集
合
心
理
に
よ

っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い

る
と
い
う
論
点
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
〈制
度
〉
の
さ
ら
に

明
確
な
定
義
づ
け
が
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

〈制
度
〉
は
、
非

人
格
的
な
行
為
様
式
と
し
て
の
「
文
化
」
と
、
こ
れ
に
た
い
す
る

人
々
の
意
味
づ
け
の
共
有
を
可
能
に
す
る
、
沸
き
た

っ
て
い
る
も
の

と
し
て
の
「
集
合
心
理
」
と
が
、
不
可
分
的
に
概
念
化
さ
れ
た
も
の

(24
)
 

な
の
で
あ
る
。

〈
制
度
〉
は
「
集
合
心
理
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
‘

逆
に
‘

〈制
度
〉
が
「
集
合
心
理
」
か
ら
離
れ
て
オ

ー
ト
マ
テ
ィ
ズ
ム
化
す
る
事
態
も
予
想
で
き
る
。
こ
れ
を
、
〈
制

度
〉
の
疎
外
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
創
造
者
と
創
造
物
と
の
統
一
性

5
)
 

(2
 

が
破
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
な
か
に
は
、
こ
う

し
た
疎
外
状
態
に
陥

っ
て
し
ま

っ
た

〈制
度
〉
の
、
脱
ー
疎
外
の
契

機
を
も
読
み
う
る
。
い
わ
ゆ
る
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
社
会
生
活
の
二

形
相
」
(F
E
,p
.
 

3
0
7
:
 上
三
八
八
頁
）
の
脈
絡
で
語
ら
れ
、
各
地
に
散

在
し
て
の
狩
猟
や
漁
榜
と
い
う
生
活
に
対
比
さ
れ
る
、
宗
教
的
祭
儀

や
コ
ロ
ボ
リ
ー
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
き
に
注
目
し
よ
う
。
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
の
社
会
生
活
は
、
こ
の
ふ
た
つ
の
極
の
周
期
的
反
復
、
つ
ま

り
、
日
常
II
俗
と
非
日
常
II
聖
の
循
環
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

俗
の
世
界
で
次
第
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
う
、
聖
な
る
存
在
と
関
連
し

て
い
る
集
合
表
象
、
こ
れ
を
更
新
さ
せ
る
唯
一
の
仕
方
こ
そ
、
会
合

し
た
集
団
に
浸
す
こ
と
で
あ
る

(
F
E
,
p
p
.
 

4
9
3ー

4

斗

E
1
0
0
 |
-

頁）
。
こ
の
議
論
は
‘
「
情
動
的
蹂
集
性
を
そ
な
え
た
共
同
，朱
」
で
あ

る
こ
の
非
日
常
II
聖
に
お
い
て
こ
そ
、
枯
渇
し
た
「
集
合
心
理
」
が

〈制
度
〉
に
再
び
賦
活
さ
れ
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
〈
制
度
〉

の
脱
—
疎
外
の
契
機
は
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
。

デ
ュ
ル
ケ
ム
の
な
か
に
「
人
間
の
活
動
↓
モ
ノ
」
と
い
う
論
点
を

強
調
的
に
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
っ
た
の
は
‘
コ
ミ
ュ
ニ
オ

ン
は
〈
制
度
〉
の
母
胎
で
あ
る
と
と
も
に
、
〈
制
度
〉
の
脱
ー
疎
外

の
母
胎
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
を
デ
ュ
ル

ケ
ム
宗
教
社
会
学
の
別
の
タ
ー
ム
で
言
い
換
え
れ
ば
、
「
集
合
的
沸

騰
」
で
あ
る
。
〈
制
度
〉
お
よ
び
〈
制
度
〉
の
脱
ー
疎
外
の
母
胎
と
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し
て
の
集
合
的
沸
騰
と
い
う
論
点
を
‘

も
の
と
し
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

し
か
し
、

〈制
度
〉
の
母
胎
と
し
て
集
合
的
沸
騰
を
も
ち
だ
す
だ

け
で
は
‘
あ
る
種
の
群
集
心
理
学
理
論
ー
通
俗
的
な
理
論
を
裏

返
し
た
も
の

I

に
依
拠
す
る
こ
と
で
あ
る
。
集
合
的
沸
騰
が
な

ぜ

〈制
度
〉
の
母
胎
た
り
う
る
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
り
プ
ロ
セ

ス
な
り
を
明
確
に
す
る
の
で
な
け
れ
ば
‘
ミ
ク
ロ
理
論
が
欠
如
し
て

い
る
と
批
判
さ
れ
て
も
致
し
方
な
い
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
社
会
理
論
を

〈制
度
〉
理
論
と
し
て
読
み
解
く
と
い
う
私
の
作
業
も
、
こ
れ
以
降
‘

こ
の
点
を
軸
に
展
開
さ
れ
て
い
く
。

ア
ノ
ミ
ー
概
念
に
関
連
し
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
は
‘
「
社
会
の
そ

の
部
分
（
商
工
業
の
世
界
…
引
用
者
）
を
支
配
し
て
い
る
沸
騰
状
態
、

ま
た
そ
こ
か
ら
他
の
部
分
に
波
及
し
て
い
く
沸
騰
状
態
」
(S

U
,
p
p
.

2
8
4
-
5
:
 三
一
五
頁
）
、
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

沸
騰
状
態
と
ア

ノ
ミ

ー
は
不
可
分
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
沸
騰
状
態
は
‘
生
き
生

き
と

〈全
体
〉
を
感
じ
さ
せ
る
あ
の
集
合
的
沸
騰
と
は
異
な
り
‘

〈
全
体
〉
性
を
創
出
し
は
し
な
い
。
集
合
的
沸
騰
は
諸
個
人
の
集
合

に
よ
っ
て
生
じ
る
の
に
た
い
し
て
、
ア
ノ
ミ
ー
と
関
連
し
て
い
る
沸

騰
状
態
は
、
個
別
的
な
力
の
対
峙
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
ア
ノ
ミ
ー

は
無
規
範
状
態
な
の
で
は
な
く
、
ア
ノ
ミ
ー
を
現
出
さ
せ
る
社
会
に

、
、
、

は
、
「
進
歩
と
平
等
」
を
過
度
に
要
求
す
る
規
範
意
識
が
一
般
化
し

(28
)、
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
い
る
が
ゆ
え
に
等
価
な
個
の
果
て
し
な
い
競
争
に
よ
る
沸
騰
状

態
が
結
果
す
る
の
で
あ
る
。

〈制
度
〉
理
論
の
核
と
な
る

そ
れ
で
は
、
集
合
的
沸
騰
は
な
ぜ

〈全
体
〉
性
を
も
た
ら
す
の
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
ジ
ラ
ー
ル
の
デ
ュ

ル
ケ
ム
解
釈
を
聞
い
て
み
よ
う
。
「
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
直
観
を
完
全
な

も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
宗
教
的
な
も
の
が
蹟
罪
の
い
け
に
え
に
ほ

か
な
ら
な
い
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
そ
れ
は
‘
自
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
ま
わ
り
で
、
自
ら
に
た
い
し
て
成
立
す
る
集
団
の
統
一
を
創
り
出

、
、
、
、
、
、
、
、

(29
)

す
贖
罪
の
い
け
に
え
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」

（傍
点
引
用
者
）
、

と
あ
る
。
こ
れ
は
‘
贖
罪
の
い
け
に
え
を
排
除
す
る
そ
の
瞬
間
に
、

こ
の
讀
罪
の
い
け
に
え
を
除
く
成
貝
全
体
に
全
員
一
致
現
象
が
み
ら

れ
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
供
犠
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
に
よ
る
こ
の
全

員
一
致
こ
そ
が
〈
全
体
〉
性
を
も
た
ら
す
。
儀
礼
の
際
の
聖
物
の
分

離
や
ト
ー
テ
ム
動
物
の
殺
害
、
ま
た
、
宗
教
改
革
や
社
会
主
義
運
動

な
ど
儀
礼
以
外
の
脈
絡

(S
P
,
p
.
 

1
0
3
:
 I

―0
七
頁
）
で
は
敵

II

〈外
〉
の
設
定
、
と
い

っ
た
こ
と
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
集
合
的

沸
騰
に
も
供
犠
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は

〈制
度
〉
の
母
胎
と
な
り
う
る
の

で
あ
る
。

集
合
的
沸
騰
と
ア
ノ
ミ
ー
の
沸
騰
状
態
と
の
異
同
を
手
掛
か
り
と

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
集
合
的
沸
騰
が
い
わ
ば

「
秩
序
形
成
能
力
」

と
で
も
い

っ
た
も
の
を
学
ん
で
い
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
こ
の
秩
序
形
成
能
力
と
呼
ん
だ
も
の
の
内
容
に
つ

い
て
は
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い

。
〈
制
度
〉
理
論
の
次
の

課
題
は
‘
秩
序
形
成
能
力
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
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あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
に
移
る
前
に
‘
〈
制
度
〉
の
母
胎
で
あ
る
集

合
的
沸
騰
の
位
置
に
関
し
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
を
離
れ
て
も
っ
と
一
般

的
な
脈
絡
の
な
か
で
確
定
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
デ
ュ
ル
ケ

ム
社
会
理
論
を
〈
制
度
〉
理
論
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
の
意
義
を
確

認
す
る
こ
と
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。

デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
概
念
が
ソ
キ
エ
タ
ス
の
系
譜
に
で
は
な
く
コ

ム
ニ
タ
ス
の
系
譜
に
属
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
‘
道
徳
の
形
成
に
つ

い
て
す
で
に
み
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
も
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
ソ

キ
エ
タ
ス
の
系
譜
に
お
い
て
は
‘
社
会
は
‘
自
由
な
諸
個
人
間
の
契

約
に
よ
る
目
的
的
な
結
合
の
所
産
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、

コ
ム
ニ
タ
ス
の
系
譜
は
、
社
会
を
人
間
の
生
の
集
合
的
に
直
接
的
な

表
現
で
あ
る
と
み
る
、
集
合
主
義
的
な
観
念
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

(
3
0
)
0
 

れ
る
も
の
で
あ
る
さ
て
、
現
象
学
の
動
向
と
の
関
連
で
デ
ュ
ル
ケ

ム
を
評
価
す
る
議
論
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
こ

そ
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
こ
う
し
た
側
面
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
現
象
学

に
と
っ
て
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
意
味
を
も

っ
た
の
は
‘
「
実
存
的
・
匿
名

(31
~
 

的
次
元
と
し
て
の
社
会
性
の
発
見
」
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
こ
の
論

点
は
‘
メ
ル
ロ

1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
〈
前
ー
個
我
的
な
社
会
性
〉

I

す
べ
て
の
個
我
的
な
決
定
お
よ
び
主
観
的
に
意
図
さ
れ
た
意

味
に
先
立

っ
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
‘
わ
れ
わ
れ
の
存
在

の
次
元
と
し
て
の
社
会
性
—
|
_
と
い
う
考
え
に
具
体
化
さ
れ
て
い

る
。
因
み
に
、
後
の
議
論
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
こ
こ
で
主
張
さ
れ

て
い
る
の
は
、
意
味
の
発
生
源
と
さ
れ
る
自
我
の
脱
中
心
化
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

集
合
的
沸
騰
の
位
置
を
こ
う
し
た
論
点
と
の
関
連
で
考
え
て
み
よ

う
。
〈
制
度
〉
の
母
胎
と
さ
れ
る
集
合
的
沸
騰
は
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
で

あ
る
と
い
う
今
や
自
明
の
論
点
が
、
こ
こ
で
の
反
省
の
対
象
で
あ
る
。

集
合
的
沸
騰
こ
そ
、
先
の
「
実
存
的

・
匿
名
的
次
元
と
し
て
の
社
会

性
」
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
、
す
べ
て
の
個
我
的
な
決
定
お
よ

、
、
、
、
、
、

び
主
観
的
に
意
図
さ
れ
た
意
味
に
、
い
つ
も
す
で
に
先
立
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
根
源
的
に
間
主
観
的
な
構
造
を
も
つ
わ

た
し
た
ち
の
生
に
汎
通
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、

集
合
的
沸
騰
も
や
は
り
〈
制
度
〉
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い

。

し
か
し
、
こ
れ
は
、
い
ま
ま
で

〈制
度
〉
と
呼
ん
で
き
た
〈
制
度
化

さ
れ
た
制
度
〉
で
は
な
く
、
こ
れ
と
対
比
的
に
用
い
ら
れ
る

〈制
度

(32
L
 

化
す
る
制
度
〉
で
あ
る
す
な
わ
ち
、
「
で
き
あ
が
っ
た
所
定
の

『
事
実
』
」

な
の
で
は
な
く
‘
「
生
の
一
定
の
構
造
秩
序
の
絶
え
ざ
る

創
出
と
い
う
様
態
」
に
お
い
て
主
題
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
現
象

学
と
の
関
連
で
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
評
価
さ
れ
た
の
も
、
彼
が
〈
制
度
化

す
る
制
度
〉
を
と
ら
え
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
集
合
的
沸

騰
が

〈制
度
〉
理
論
の
核
と
し
て
の
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

の
正
当
性
は
‘
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
で
あ

ろ
う
。
（
な
お
、
〈
制
度
化
す
る
制
度
〉
お
よ
び
〈
制
度
化
さ
れ
た
制

度
〉
と
い
う
タ
ー
ム
は
、
集
合
的
沸
騰
を
よ
り
一
般
的
な
文
脈
に
位

置
づ
け
て
そ
の
意
義
を
確
認
す
る
た
め
の
タ
ー
ム
で
あ
っ
て
、
必
ず
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し
も
本
稿
の
最
後
ま
で
使
用
さ
れ
る
概
念
で
は
な
い
。
）

〈制
度
化
す
る
制
度
〉
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
集
合
的
沸
騰
が

〈制
度
化
さ
れ
た
制
度
〉
の
母
胎
で
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
先
ほ

ど
か
ら
持
ち
越
し
て
い
る
問
い
は
、

〈制
度
化
す
る
制
度
〉
が
牢
む

秩
序
形
成
能
力
を
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
内
在
的
な
か
た
ち
で
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
と
お
し
て
、

〈制
度
化
す
る
制
度
〉
が

〈制
度
化
さ
れ
た

制
度
〉
を
生
成
す
る
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

こ
の
問
い
に
答
え
る
に
あ
た

っ
て
梃
子
と
な
る
の
が
、
集
合
力
と
宗

教
力
と
の
区
別
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
自
身
が
こ
の
両
者
を
常
に
明

確
に
区
別
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
デ

ュ
ル
ケ
ム
社
会

理
論
を
〈
制
度
〉
理
論
と
し
て
読
み
解
く
に
あ
た

っ
て
は
、
こ
の
区

別
が
死
活
的
に
重
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
ま
さ
に
、
読

み
手
が
受
信
し
な
か
ら
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

集
合
力
と
は
人
々
の
集
合
か
ら
生
ず
る
力
で
あ
り
、
集
合
的
沸
騰

に
お
い
て
最
高
度
に
高
揚
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ア
モ
ル
フ
な
力

で
あ
り
、
い
ま
だ
方
向
II
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
か
集
合

的
理
想
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
と
き
、
宗
教
力
と
呼
び
う
る
。
ア
モ

ル
フ
な
力
が
集
合
的
理
想
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
、
方
向
II

意
味
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。1

両
者
の
区
別
に

つ
い
て
、
私
は
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
実
際
、
デ
ュ
ル
ケ
ム

自
身
、
宗
教
力
は

「
具
体
化
さ
れ
象
徴
化
さ
れ
た
集
合
力
」
(L
S
,
p
.

1
8
9
:
 ―IOI
―
頁
;
F
E
,
 
p
.
 

4
6
1
.
 
下
一
六

0
頁
）
と
と
ら
え
て
い
る
。

集
合
力
は
集
合
的
理
想
と
し
て
具
体
化

・
象
徴
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

彼
の
「
時
代
診
断
」
と
で
も
呼
べ
る
も
の
も
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら

な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

デ
ュ
ル
ケ
ム
に
よ
れ
ば
‘
わ
れ
わ
れ
の
社
会
の
理
想
創
造
能
力
は

衰
退
し
て
い
る
。
古
い
理
想
や
こ
れ
を
具
体
化
し
て
い
る
神
々
は
死

滅
し
つ
つ
あ
り
、
新
し
い
理
想
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い

。
わ
れ
わ

れ
は
今
、
過
渡
期

・
道
徳
的
寒
冷
期
に
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

社
会
の
深
層
で
は
出
口
を
求
め
て
う
ご
め
い
て
い
る
強
烈
な
生
命
が

準
備
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
新
し
い
生
命
は
き
っ
と
出
口
を
見
出
す
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
強
烈
な
生
命
1
1

新
し
い
力
は
、
民
衆
階
級

に
お
い
て
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う

(
1
9
1
4
,

p

p
.
 3

1
2
-
3
 :
 二
四

八
ー
九
頁）

。
こ
の
「
時
代
診
断
」
に
み
ら
れ
る
、
社
会
の
深
層
に

あ
る
新
し
い
力
こ
そ
、
集
合
力
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
が
「
出

口
」
を
見
つ
け
る
と
い
う
の
は
、
集
合
力
が
理
想
に
よ

っ
て
表
現
さ

れ
る
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い

。
そ
し
て
、
こ
の
「
転
態
」
が
生
起
す

る
の
が
集
合
的
沸
騰
と
い
う
場
で
あ
る
。
「
理
想
は
発
達
の
頂
点
に

達
し
て
い
る
と
き
の
社
会
生
命
を
描
き
要
約
し
て
い
る
諸
観
念
に
ほ

か
な
ら
な
い
」
(S
P
,p
.

1
0
4
:
 
二
0
九
頁
）
と
い
う
記
述
も
、
ま
さ
に

こ
の
点
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、

〈制
度
〉
理
論
に
お
け
る
理
想
の
重
要
性
が
大
き
く

ク
ロ
ー
ズ

・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
理
想
は
‘
社
会
の

〈身
体
〉
に

対
比
さ
れ
る
社
会
の

〈魂
〉
と
さ
れ

(S
P
,p
.
 1

0
4
:
 
二
0
九

I
-

0
頁
」

E
M
,p
.
 1

4
0
 :
 (I
)

一
六

0
頁
）
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
よ

っ
て
こ

と
の
ほ
か
重
視
さ
れ
る
。
「
―
つ
の
社
会
は
、
そ
れ
と
同
時
に
理
想
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を
創
造
し
な
い
で
は
‘
自
ら
を
創
造
す
る
こ
と
も
、
再
創
造
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
…
…
社
会
は
‘
:
・
何
に
も
ま
し
て
、
社
会
が
そ
れ
自

身
に
つ
い
て
作
り
あ
げ
る
理
念
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
」
(F
E
,

p
p
 ,

 
6
0
3ー

4

り
下
三
三
四
頁
）
。
理
想
は
‘

社
会
の
存
立
に
不
可
欠
な

の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
秩
序
形
成
能
力
と
呼
ん
で
き
た
も
の
は
宗

教
カ
ー
集
合
的
理
想
だ
と
い
い
う
る
。
宗
教
的
な
も
の
が
社
会
的
な

も
の
を
生
み
だ
す
の
で
あ
る
。

集
合
的
理
想
の
重
要
性
に
関
す
る
こ
こ
で
の
議
論
を
、

〈全
体
〉

を
生
き
生
き
と
感
じ
う
る
よ
う
な
社
会
で
な
さ
れ
る
人
間
の
活
動
が

モ
ノ
に
な
る
、
と
い
う
先
の
論
点
と
重
ね
合
わ
せ
て
み
て
お
こ
う
。

「人
間
の
活
動
↓
モ
ノ
」
の
。フ

ロ
セ
ス
に
お
い
て
理
想
は
い
か
な
る

位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
問
い
で
あ
る
。

こ
の
問
い
へ
の
答
え
は
、
集
合
表
象
論
に
い
う
内
在
的
拘
束
の
議
論

に
求
め
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
集
合
的
沸
騰
に
お
い
て
生
ず
る
集
合

的
理
想
は
、
人
々
の
行
為
の
経
過
を
内
部
か
ら
決
定
す
る
集
合
表
象

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
い
う
「
自
発
的
帰
依
」
が
語
り

(33)
、

う
る
の
で
あ
り
し
た
が

っ
て、

「諸
準
則
の
総
体
は
‘
社
会
的
諸

機
能
の
あ
い
だ
に
自
生
的
に
設
定
さ
れ
た
諸
関
係
が
時
間
を
か
け
て

つ
く
り
あ
げ
た
確
定
的
形
態
で
あ
る
」

(D
T
S
,p
.
 

3
6
0
:
 三
五
五
頁
）
、

と
い
う
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
主
張
も
成
立
し
う
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

〈制
度
〉
理
論
に
と

っ
て
は
集
合
力
と
宗
教
カ

と
の
区
別
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
区
別
が
も

っ
て
い
る

意
味
合
い
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
十
分
深
め
ら
れ
た
と
は
い
え
な
い

。

〈制
度
〉
理
論
の

さ
ら
な
る
展
開
は
‘

る
。社

会
的
事
実
が
社
会
生
命
の
結
晶
化
・
固
定
化
の
程
度
の
大
小
と

い
う
観
点
か
ら
層
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
社
会
を
生
命
性
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
る
。

(34
)
 

中
久
郎
に
よ

っ
て
強
調
的
に
指
摘
さ
れ
た
こ
の
論
点
を
、

〈
制
度
〉

理
論
は
と
こ
と
ん
ま
で
つ
き
つ
め
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
社
会
観
を
表
現
し
て
い
る
記
述
に
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。
「
す
べ
て
の
人
間
社
会
は
、
常
に
自
己
同
一
の
状
態
に

と
ど
ま
る
ど
こ
ろ
か
、
発
展
し
つ
つ
あ
る
力
で
あ
る
」
(
P
S
,
p
.
 

6
5
:
 

五
四
頁
）

。
こ
こ
に
は
‘
き
わ
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
社
会
観
が
表
明

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
瞬
時
た
り
と
も
自
己
同
一
性
を
も

た
ず
、
常
に
動
い
て
止
ま
な
い
社
会
。
こ
れ
が
、
社
会
を
生
命
性
に

お
い
て
と
ら
え
る
と
い
う
社
会
観
の
、
そ
の
極
限
的
な
か
た
ち
で
あ

る
。

こ
の
点
に
こ
そ
懸
か

っ
て
い

と
こ
ろ
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
社
会
学
の
対
象
で
あ
る
社
会
的
事
実
は
‘

結
晶
化

・
固
定
化
の
度
合
い
の
最
も
小
さ
い
「
社
会
生
命
の
自
由
な

潮
流
」
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
瞬
時
た
り
と
も
自
己
同
一
性
を

も
た
な
い
も
の
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
、
す
で
に
方
向
II

意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
外
部
か
ら
わ

れ
わ
れ
各
人
に
や

っ
て
き
て
、
有
無
を
い
わ
さ
ず
各
人
を
そ
の
な
か

に
巻
き
こ
ん
で
し
ま
う
」

(R
M
S
,p
.
6
:
 五
六
頁
）
の
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
学
的
営
為
は
彼
の
社
会
観
と
矛
盾
し
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て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
断
じ
て
否
で
あ
る
。
彼
の
社
会
観

と
社
会
学
の
対
象
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
社
会
イ
メ
ー
ジ
と
の
ズ
レ
‘

あ
る
い
は
そ
の
「
あ
い
だ
」
を
読
む

こ
と
こ
そ
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
を

〈
可
能
性
の
中
心
〉
に
お
い
て
読
み
解
く
こ
と
で
あ
る
、
と
私
は
考

え
て
い
る
。

瞬
時
た
り
と
も
自
己
同
一
性
を
も
た
ず
、
常
に
動
い
て
止
ま
な
い

社
会
、
と
い
う
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
観
を
端
的
に
表
現
す
る
概
念
こ

そ
が
、
あ
の
集
合
力
で
あ
る
。
こ
れ
は
‘
「
狭
く
限
定
さ
れ
た
目
標

に
‘
容
易
に
は
水
路
づ
け
た
り
、
規
制
し
た
り
、
あ
る
い
は
調
整
さ

せ
た
り
で
き
な
い
。
そ
れ
は
‘
戯
れ
に
、
目
標
も
な
く
拡
が
る
た
め

に
拡
が
る
と
い
う
必
要
を
感
ず
る
」

(
S
P
,
p
.
 103: 二

0
六
頁
）
と

あ
る
よ
う
に
、
ア
モ
ル
フ
で
あ
り
、
自
由
に
浮
動
し
数
れ
る
力
な
の

で
あ
る
。
な
お
、
集
合
力
は
、
正
確
に
は

for
ces
c
o
ll
e
c
tives
と

複
数
形
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
複
数
の
カ

の
ぶ
つ
か
り
合
い
に
よ

っ
て
生
ず
る
生
命
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ

け
ら

れ
る
。
改
め
て
い
え
ば
、
集
合
カ
ー
社
会
生
命
こ
そ
が
、
デ
ュ
ル
ケ

ム
の
先
の
社
会
観
を
表
現
す
る
概
念
な
の
で
あ
る
。
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
‘
集
合
カ
ー
社
会
生
命
と
い
う
と
き
の
社
会
生
命

は‘

「社
会
生
命
の
自
由
な
潮
流
」
と
い
う
と
き
の
社
会
生
命
と
は

全
く
異
な
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
後
者
は
、

〈制
度
〉
に
属
し
て

お
り
、
す
で
に
方
向
II
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、

前
者
は
‘
全
く
方
向
II
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
、
ア

モ
ル
フ
で
あ

る
が
故
の
生
命
性
な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
〈
制
度
〉
理
論
は
集
合
カ
ー
社
会
生
命
と
〈
制
度〉

と
の
「
あ
い
だ
」
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
デ

ュ
ル
ケ
ム
自
身
、
「
あ
い
だ
」
を
読
む
こ
と
の
重
要
性

を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
休
止
も
安
息
も
な
く
、
定
点
さ
え

全
く
な
い
‘
一
種
の
無
我
夢
中
の
逃
走
で
あ
る
よ
う
な
生
成
は
‘
空

騒
ぎ
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
結
果
と
し
て
生
じ
た
諸

状
態
が
固
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
生
成
の
実
在
的
諸
要
素
は
表

示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
こ
れ
ら
の
諸
状
態
が
生
成
の
す
べ
て

で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
生
成
の
本
質
的
要
素
で

あ
る
」
(P
S
,
p
.

1
9
4
:
 二
0
八
頁
）
、
と
。
集
合
力
と
宗
教
力
の
区
別

を
踏
ま
え
て
い
え
ば
、
集
合
カ

ー
社
会
生
命
が
い
か
に
宗
教
力
に

「
転
態
」
す
る
か
、
集
合
カ
ー
社
会
生
命
か
ら
集
合
的
理
想
が
い
か

に
し
て
生
ず
る
か
が
、
ま
さ
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

集
合
力
の
具
体
化

・
象
徴
化
が
宗
教
力
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
‘
「
転
態
」
は
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
プ

ロ
セ
ス
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
な
か
に
明
示
的
に
認
め
う
る
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム

と
は
異
な
る
。
後
者
は
、
す
で
に
宗
教
力
は
前
提
と
さ
れ
こ
れ
を
物

質
的
形
態
で
表
す
作
用

（「
時
代
診
断
」
に
あ
る
、
理
想
と
こ
れ
を

具
体
化
す
る
神
々
と
い
う
論
点
）
で
あ
り
、
〈
制
度
〉
の
領
域
内
に

閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
前
者
は
‘
集
合
力
の
宗

教
力
ヘ
の
「
転
態
」
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で
《
根
源
的
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
》
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
《根

源
的
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
》
か
可
能
と
な
る
の
は
、
「
集
合
的
思
考
」
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(
S
P
,
 p
p
.
1
0
6ー

7

ぃ
―
―
一
三
ー
四
頁
）
1
1

「
非
人
称
の
理
性
」

(F
E
,
p
.

6
3
6
:
 下
三
七
三
頁
）
の
力
能
で
あ
る
理
想
構
築
能
力
に
よ
っ
て
で
あ

る
。
こ
の
能
力
の
担
い
手
は
、
「
非
人
称
」
と
あ
る
よ
う
に
、
個
人

的
な
意
識
的
主
体
で
も
な
け
れ
ば
共
同
主
観
的
主
体
で
も
な
い
、
ア

ノ
ニ
ム
な
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
転
態
」
は
、
意
識
的
・

合
目
的
的
で
は
あ
り
え
ず
‘
生
成
す
る
べ
く
し
て
生
成
す
る
と
し
か

言
い
よ
う
が
な
い

。

生
成
す
る
べ
く
し
て
生
成
す
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
な
ど
と

い
え
ば
、
あ
ま
り
に
も
日
本
的
な
心
性
に
指
め
と
ら
れ
て
い
る
と
し

て
た
だ
ち
に
批
判
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
践
的
な
問
題
関
心
に

発
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
理
論
に
形
を
与
え
よ
う
と
い
う
、
〈
制
度
〉
理

論
の
当
初
の
目
論
見
か
ら
、
こ
の
読
み
は
全
く
ズ
レ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
断
じ
て
否
で
あ
る
。
社
会
学
者
の
課
題
は
‘

生
成
す
る
べ
く
し
て
生
成
し
た
、
「
転
態
」
し
た
て
の
集
合
的
理
想
、

す
な
わ
ち
、
「
新
し
い
無
意
識
の
熱
望
」
(
1
8
9
0
,
p
.
 

2
2
4
 :
 
一
七
五
頁
）

と
か
「
混
乱
し
た
無
意
識
の
観
念
」

(
E
M
,p
.
 

8
6
 "
（
一
）
一
三
九
頁
）

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
、
明
確
に
し
て
人
々
に
意
識
化
さ
せ
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。
ベ
ラ
ー
も
そ
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
論
に
お
い
て
、
「知

識
人
は
‘
自
分
の
生
き
て
い
る
社
会
に
た
い
す
る
鑑
を
掲
げ
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
社
会
の
最
も
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
価
値
を
意
識
化
さ
せ

(35) 

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
無
意
識
的
な
も
の

が
意
識
化
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
先
の
内
在
的
拘
束
に
つ
い
て
も
語
り

う
る
。

「
あ
い
だ
」
を
読
む

こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
つ
つ
こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
こ
と
は
‘
あ
く
ま
で
便
法
と
し
て
で
あ
る
が
、
い
わ
ば

ハ

ン
バ
ー
ガ
ー
・
モ
デ
ル
を
念
頭
に
お
く
と
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ

な
い

。
上
の
パ
ン
と
下
の
パ
ン
が
あ
っ
て
、
そ
の
「
あ
い
だ
」
を
ハ

ン
バ

ー
グ
が
つ
な
い
で
い
る
と
い
う
モ
デ
ル
で
あ
る
。
上
の
パ
ン
だ

け
み
て
い
て
は
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
お
い
し
さ
は
わ
か
ら
な
い
。
ハ
ン

バ
ー
ガ
ー
・
モ
デ
ル
の
意
義
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
は
社
会
的
な
も
の

そ
れ
自
体
の
生
成
と
い
う
視
点
が
存
在
し
て
い
る
‘
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

し
か
し
、
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー

・
モ
デ
ル
は
あ
く
ま
で
便
法
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
は
‘
起
源
論
に
定
位
し
て
〈
制
度
〉
の
生
成
を
考
え
る
と

き
の
便
法
な
の
で
あ
る
。
集
合
カ
ー
社
会
生
命
は
た
し
か
に
〈
制

度
〉
と
は
別
の
次
元
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
自
存
す
る
も
の
と

と
ら
え
て
は
な
ら
な
い

。
上
の
パ
ン
と
下
の
パ
ン
が
あ
っ
て
、
そ
し

て
そ
の
「
あ
い
だ
」
を
考
え
る
の
で
は
な
い
。
〈
制
度
〉
の
さ
ら
に

そ
の
奥
に
は

〈制
度
〉
化
を
逃
れ
た
集
合
カ
ー
社
会
生
命
が
控
え
て

い
る
、
と
い

っ
た
と
ら
え
方
を
し
て
は
な
ら
な
い
。〈
制
度
〉
化
を

逃
れ
た

「自
由
な
」
世
界
が
ど
こ
か
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
そ
う
し
た
二
元
論
的
発
想
を
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
拒
否
す
る
。
「あ

い
だ
」
を
読
む
こ
と
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
デ
ュ
ル
ケ
ム

か
ら
の
先
の
引
用
文
に
お
い
て
、
「
空
騒
ぎ
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の

こ
そ
、
こ
の
点
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
集
合
カ
ー
社
会
生
命
は
‘

そ
の
存
在
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
は
把
捉
で
き
ず
、
た
だ
、
「
実
在
的
で
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本
質
的
な
要
素
」
で
あ
る

〈制
度
〉
を
と
お
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
の

み
想
到
し
う
る
。
換
言
す
れ
ば
、
集
合
カ
ー
社
会
生
命
は
、
ポ
ジ
テ

ィ
ヴ
に
は
‘
宗
教
力
に

「転
態
」
す
る
と
い
う
動
き
と
し
て
し
か
と

ら
え
ら
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
動
き
こ
そ
が
〈
制
度
〉
の
生
成

を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

さ
て
‘
こ
の
段
階
で
も
う
一
度

〈制
度
〉
理
論
の
出
発
点
に
立
ち

返
り
、

〈制
度
〉
の
生
成
に
お
け
る
行
為
者
の
位
置
を
確
定
し
て
お

こ
う
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
〈
制
度
〉
理
論
が
「
人
間
の
活
動
↓
モ
ノ
」
と

い
う
視
点
を
組
み
込
ん
で
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
。
こ
れ

は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
理
論
で
は
個
人
の
能
動
性
が
無
視
さ
れ
て
い
る
と

い
う
‘
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
批
判
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
し
か
し
、
個
人
の
能
動
性
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
改
め
て

考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
そ
こ
で
、

〈主
観
主
義
〉
と

〈客

(
3
6
)
0
 

観
主
義
〉
と
い
う
ふ
た
つ
の
タ
ー
ム
を
導
入
し
よ
う

〈客

観

主

義
〉
と
は
‘
行
為
者
の
意
識
と
意
志
か
ら
独
立
し
た
客
観
的
構
造
が

あ
り
、
こ
れ
が
行
為
者
の
実
践
や
表
象
を
拘
束
し
て
い
る
、
と
考
え

る
立
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
行
為
者
は
構
造
の
単
な
る
付
帯
現
象

と
さ
れ
て
し
ま
う。

こ
れ
に
た
い
し
て
、

〈主
観
主
義
〉
は
‘
客
観

に
た
い
す
る
主
観
の
優
位
を
主
張
し
、
構
造
を
構
造
た
ら
し
め
る
、

行
為
者
の
意
味
構
成
力
を
強
調
す
る
。
本
稿
の
焦
点
で
あ
っ
た
、
新

た
な

〈制
度
〉
の
創
造
と
い
う
側
面
に
限

っ
て
い
え
ば
、
デ
ュ
ル
ケ

ム
は

〈客
観
主
義
〉
と
は
い
え
な
い

。
だ
か
ら
と
い

っ
て、

〈主
観

主
義
〉
に
与
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
人
々
が
内
在
的
に
拘
束
さ

れ
て
活
動
を
お
こ
な

っ
て
い

く
と
こ
ろ
の
集
合
的
理
想
は
‘
生
成
す

る
べ
く
し
て
生
成
す
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
人
々
の
能
動
性
は
‘
根
源
的
と
も
い
え
る
受
動
性
に
支
え

ら
れ
て
は
じ
め
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
現
象
学
と
の
関
連
で
す
で
に

み
た
よ
う
に
、
テ

ュ
ル
ケ
ム
に
お
い
て
は
、
意
味
の
発
生
源
と
し
て

の
自
我
は
脱
中
心
化
さ
れ
て
い
る
。
言

っ
て
み
れ
ば
、

〈制
度
〉
は

、
、
、
、

”
変
わ
る
と
き
に
し
か
変
え
ら
れ
な
い
“
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

デ
ュ
ル
ケ
ム

〈制
度
〉
理
論
の
意
義
は
‘
〈
客
観
主
義
〉
と
〈
主
観

主
義
〉
と
い
う
、
社
会
科
学
に
と

っ
て
有
害
な
二
元
対
立
の
そ
の
超

克
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
‘
ラ
カ
プ
ラ
の
よ
う
に
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
お
な

じ
く
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
も
た
ら
し
た
の
も
、
人
間
的
行
為
主
体
か
ら

(37
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分
離
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
歴
史
観
で
あ
る
」
、

な
ど
と
と
ら
え
て
は
な
ら
な
い
。

41 

お
わ
り
に

本
稿
は
‘

〈制
度
〉
理
論
が
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
い
か
な
る
側
面
に
焦

点
を
あ
て
、
い
か
な
る
問
い
を
抱
え
な
が
ら
進
ん
で
い

っ
た
か
、
そ

の
流
れ
に
重
点
を
お
い
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
（
し
た
が
っ
て
、

8
 

箪
者
が
こ
れ
ま
で
バ
ラ
バ
ラ
に
発
表
し
て
き
た
諸
論
文
か
母
体
と
な

っ
て
い
る
と
は
い
え
、
本
稿
は
そ
の
ま
と
め
な
の
で
は
な
い
。
紙
幅

の
関
係
上
、
省
略
し
た
論
点
も
多
々
あ
る
。）

〈制
度
〉
理
論
の
基
礎
に
あ
る
の
は
‘
「
公
共
哲
学
と
し
て
の
社



会
科
学
」
と
し
て
と
ら
え
ら
え
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
学
観
で
あ
っ

た
。
彼
の
実
践
的
な
問
題
関
心
は
‘
い
か
な
る
理
論
に
き
た
え
あ
げ

ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
を
掬
い
あ
げ
よ
う
と
し
た
の
が

〈制

度
〉
理
論
で
あ
り
、
そ
の
要
の
位
置
を
占
め
る
の
が
集
合
的
理
想
で

あ
っ
た
。
理
想
は
「
社
会
が
自
ら
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

こ
ろ
の
様
式
」
と
も
さ
れ
て
お
り
、

〈制
度
〉
理
論
は
ま
さ
に
社
会

の
自
己
理
解
で
あ
り
「
公
共
哲
学
と
し
て
の
社
会
科
学
」
な
の
で
あ

る
。
こ
の
点
で
是
非
と
も
強
調
す
べ
き
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
集
合
的

理
想
間
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
(
F
E
,
p
.
 

6
0
4
 

」
下
三
三
四
—
五
頁
）。

古
い
理
想
と
新
し
い
理
想
の
対
立
。
生
成
の

途
上
に
あ
る
理
想
を
理
想
と
し
て
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
社
会
学
者
の

課
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、
「
変
革
の
担
い
手
と
し
て
の
社
会
学

査
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
と
い
う
観

点
か
ら
す
れ
ば
、
理
想
が
生
成
す
る
場
で
あ
る
集
合
的
沸
騰
と
い
う

概
念
に
つ
い
て
も
、
そ
の
出
生
地
た
る
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
社
会
生

活
の
二
形
相
」
と
い
う
脈
絡
に
拘
泥
す
る
必
要
は
な
い
。
s
o
c
i
e
t
y

ー

w
i
d
e
で
考
え
る
必
要
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
う
が
、

現
代
へ
の
適
用
可
能
性
も
ぐ

っ
と
広
が
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
ベ
ラ
ー
流
に
い
え
ば

「社
会
に
向
け
て
鑑
を
掲
げ
る
」

こ
の

〈制
度
〉
理
論
は
、
実
は
、
わ
か
国
で
こ
そ
必
要
で
は
な
い
か
、

と
も
考
え
ら
れ
る
。
猪
木
武
徳
の
、
わ
が
国
に
は
真
の
公
共
性
が
あ

0
)
 

る
の
か
、
と
い
う
問
題
提
起
を
聞
い
て
み
よ
う
猪
木
は
次
の
よ
う

に
指
摘
す
る
。
フ

ェ
ア
ネ
ス
や
公
共
性
と
い
う
発
想
は
日
本
人
の
得

意
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
国
に
と
っ
て
何
が
重
く
、
何
か
枢
要

で
何
が
瑣
末
か
と
い
う
価
値
論
が
と
く
に
戦
後
日
本
か
ら
は
消
え
て

し
ま

っ
た
。
そ
れ
に
か
わ

っ
て
、
日
本
の
政
治
風
土
に
お
い
て
は
‘

私
徳
に
よ

っ
て
公
的
事
項
や
人
物
を
評
価
す
る
と
い
う
姿
勢
が
強
ま

っ
た
、

と
。
こ
う
い
う
事
情
で
あ

っ
て
み
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
、

デ
ュ
ル
ケ
ム
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
い
し
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
社
会
理
論
を

〈制
度
〉
理
論
と
し
て
き
た
え
あ
げ
る
こ
と
の
意
義
も
あ
る
の
で
は

な
い
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
〈
制
度
〉
理
論
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
実
践
的
問

題
関
心
に
見
合
っ
た
理
論
で
あ
り
、
彼
の
社
会
学
の
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク

で
創
造
的
な
側
面
を
聞
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

註
(l
)
 A
l
e
x
a
n
d
e
r
,
 

J
.C
., 

"
S
o
c
i
o
l
o
g
y
 a
n
d
 D
i
s
c
o
u
r
s
e
 "
 On
 the C
e
n
t
 ,
 

rality 
of 
t
h
e
 
Classics
", 

in 
A
l
e
x
a
n
d
e
r
,
 S

t
r
ucture 
a
n
d
 

M
蕊
ni
送
C
o
l
u
m
b
i
a
U
n
i
v
.
 Pr

e
s
s
,
 

1
9
8
9
.
 

(2
)
 B
e
l
l
a
h
,
 

R
.
 N
., 

"
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 `', 

in 
B
e
l
l
a
h
 
(e
d
.) 
,
 E

m
i
le
 

D
ミ
娑
岱
m
i
o
n
M
o
r
a
l
i
U
a
且
S
o
c
i袋
y
,
U
n
i
v
.
 of C
h
i
c
a
g
o
 Press
,
 

1
9
7
3
,
 p

p
.
 ix

-x
.
 

(3
)
 B
e
l
l
a
h
,
 R. N
., 
＾^
 

C
o
m
m
e
n
t
"
 (to 
J. 
A
.
 Ma

t
h
i
s
e
n
's
 article
)
 ,
 

in 
Sociological A
恙
lysis
,
Vol. 5
0
 `
 
N
o
.
 

2
,
 1

9
8
9
,
 p
.
 

1
4
7
.
 

(4
)
 
B
e
l
l
a
h
,
 R.
 N
., 

"I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 ̀', 
p
.
 XX

X
V
.
 

(
5
)
 
B
e
l
l
a
h
,
 R
.
 N
., 

"
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
to 
the 
S
e
c
o
n
d
 Edition
", 
in 

B
e
l
l
a
h
,
 T

h
e
 
B
r
o
k
e
n
 
C
o
v
e
n
a
n
t,
 器

c
o
n
d
edition
,
 U

n
i
v
.
 of 

42 



C
h
i
c
a
g
o
 P
r
e
s
s
,
 

1
9
9
2
,
 p
.
 ix 

(6
)

I
b
蕊

(7
)
 B
e
l
l
a
h
,
 R
.
 N
.
 et 

al ;

H
a
b
i
K

o
f
i
h
C

H
岱

zrt
,
U
n
i
v
.
 of 

C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
 
P
r
e
s
s
,
 

1
9
8
5
 :
 島
菌

•
中
村
訳
r
心
の
習
慣
』
み
す
ず
書
房
、

一
九
九

一
年
。

(8
)
 B
e
l
l
a
h
,
 R
.
 N
.
 
,

'
＾
 I

n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
S
e
c
o
n
d
 E
d
i
t
i
o
n
 :', 
p
.
 

Xlll. 

(9
)
 B
e
l
l
a
h
,
 R.
 N
., 

"A
f
t
e
r
w
o
r
d
:
 R
e
l
i
g
i
o
n
 a
n
d
 t
h
e
 L
e
g
i
t
i
m
a
t
i
o
n
 

o
f
 
t
h
e
 
A
m
e
ri
c
a
n
 
R
e
p
u
b
l
i
c
 :》,

o
r
i
g
., 
1
9
7
8
,
 

in 
B
e
l
l
a
h
,
 T

h
e
 

B
r
o
k
en
 C
o
v
e
恙
n
t,
p
.
 

1
6
5
.
 

(10
)

Ibid.
、

g
p
., 

p
p
.
 

1
7
0
-
7
3
.
 

(11
)
 B
e
l
l
a
h
,
 R
.
 N
.,'^

 
C
o
m
m
e
n
t
 :》＂
p
.
 

1
4
7
.
 

(12
)
 B
e
l
l
a
h
,
 R.
 N
., 

"A
f
te
r
w
o
r
d
:
 R
e
l
i
g
i
o
n
 a
n
d
 t
h
e
 L
e
g
i
t
i
m
a
t
i
o
n
 

of t
h
e
 A
m
e
r
i
c
a
n
 R
e
p
u
b
l
i
c
 :', 
p
p
.
 

1
8
6ー

8
7
.

(13
)
 B
e
l
l
a
h
,
 R. N
.
 
et
 al
.、
H
ミ

bits
o
f
 t
he
 H
e
art
,
 p.
 

3
0
1
 :
 三
六
二
頁
。

(14
)
 B
e
l
l
a
h
,
 R. N
.
 
et
 al
., 
T
he
 G
o
o
d
 Society
,
 Al

f
r
e
d
 
A
.
 Kn

o
p
f
,
 

1
9
9
2
,
 p
.
 

1
1
.
 

(15
)

I
b
i
d
;
 p
.
 

3
0
2
.
 

(16
)

I
b
足
；
p
.
 

2
8
8
.
 

(17
)

I
b
笠
；

p
.
 

3
0
4
.
 

(
1
8
)

I
客
1

.
、

p
p
.3
0
5
-
6
.
 

(19
)

中
村
雄
二
郎
『
術
語
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
、

頁。

(20
)

野
家
啓

一
「
〈
テ
ク
ス
ト
〉
と
し
て
の
自
然
」
『
思
想
」

1
0
月
号
、
一
八
五
ー
六
頁
。

(21
)

今
村
仁
司

r
歴
史
と
認
識
」
新
評
論
、

参
照
。

―
―
-
|
―
五

一
九
八
三
年
、

一
九
七
五
年
、
六
九
I
七
五
頁

(22
)

カ
ラ
ー

r
ソ
シ
ュ
ー
ル
』
岩
波
書
店
‘
一
九

七
八
年
、
四
四
頁
。

G
i
d
d
e
n
s
,
 A
., 
C
e
n
tral 
P
ro
ble
m
s
 i
n
 
S
o
cial
 T
heo
r
y
,
 U

n
i
v
.
 of
 

C
a
lifornia 
P
r
e
s
s
,
 

1
9
7
9
,
 C

h
a
p
.
 I
 ,
 esp
., 
p
.
 

1
7
,
 2

4
.
 

(23) 
B
o
u
r
d
i
e
u
,
 P
., 
C
h
o
s
e
s
 dites
,
 Le

s
 E
d
i
t
i
o
n
s
 d
e
 M
i
n
u
i
t
,
 

1
9
8
7
,
 

p
.
 

1
9
:
 石
橋
晴
己
訳

r
構
造
と
実
践
」
新
評
論
、
一
九
八
八
年
‘
一
九
頁
。

(24
)
中
久
郎
『
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

の
社
会
理
論
』
創
文
社
、
一
九
七
九
年
、

一

九
ー
ニ

0
、
三
七
、

一
―
八
頁
、
参
照
。

(2
5)

パ
—

ガ
ー
1
1

。
フ
ル
バ
ー
グ
「
物
象
化
と
意
識
の
社
会
学
的
批
判
」
『
現

象
学
研
究
』
第
二
号
、
せ
り
か
書
房
、

一
九
七
四
年
、
一
〇
一
頁
‘
参
照
。

(26
)

｛
呂
島
喬
『
デ
ュ
ル
ケ
ム
理
論
と
現
代
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七

年
、
一
五
七
頁
。

(27
)
 cf.
 

L
u
k
e
s
,
 S.
 

,
'
^
 I

n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
", 
in 
D
u
r
k
h
e
i
m
,
 E., 

T
h
e
 Ru
les 

o
f
 Sociological M
e
t
ぎ
d
,
M
a
c
m
i
l
l
a
n
,
 

1
9
8
2
,
 p

p
.
 

1
6ー

1
8
.

(28
)
宮
島
喬
『
デ
ュ
ル
ケ
ム
社
会
理
論
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

七
七
年
、

二
三
―

I
三
五
頁
、
参
照
。

(29
)
 G
i
r
a
r
d
.
 R.
 ,
 La Viole

n
c
e
 et
 le
 Sa
c
r
e,
 Gr

a
s
s
e
t
,
 

1
9
7
2
,
 p
.
 

4
2
6
 :
 

古
田
幸
男
訳

r
暴
力
と
聖
な
る
も
の
』
法
政
大
学
出
版
局
‘
一
九
八
二
年
、

四
九
七
頁
。

(30
)
中
久
郎
、
前
掲
書
、
二
三
八
頁
‘
参
照
。

(31
)
 C
o
e
n
e
n
,
 H
., 

"
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
 
in 
t
h
e
 
P
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 

R
e
a
d
i
n
g
 
o
f
 
D
u
r
k
h
e
i
m
's
 W
o
r
k
", 
in 
S
o
cial 
F
o
r
c
es
,
 Vo

l
.
 5
9
,
 

N
o
.
 

4
,
 1

9
8
1
.
 

(32
)
鷲
田
清
―

r
分
散
す
る
理
性
』
勁
草
書
房
‘
一
九
八
九
年
‘

―
二
六
I

二
七
頁
‘
参
照
。

(33
)
 P
a
r
s
o
n
s
,
 T
., 
T
he
 Structure 
o
f
 S
o
cial 
A
c
t
i
o
n
,
 Fr

e
e
 
P
r
e
s
s
 

P
a
p
e
r
b
a
c
k
,
 19

6
8
,
 

Vol. 
I
 ,
 p.
 

3
8
3
 :
 ~
 叫卜
4

．
庫
t
吉
盆
訳

『
社
iム
H
的
芦
行
五
為

43 



三
六
八
頁
、
参
照
。

(34
)

中
久
郎
、
前
掲
書
。

(35
)
 B
e
l
l
a
h
,
 R. N
.
 

,'
• 

I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
"
 ̀

 
p
.
 xx
v
ii・ 

(36
)

両
者
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
プ

ル
デ
ュ
ー
に
負

っ
て
い
る
。

B
o
u
r
d
i
e
u
,P
., 
op
.
 cit
., 
p
p
.
 14

7
'
8
:
 一
九
四
ー
六
頁
な
ど
を
参
照
。

(37) 
L
a
C
a
p
r
a
,
 D
., 
E
m
i
le
 D
u
r
k
he
i
m
,
 Co

r
n
e
l
l
 
U
n
i
v
.
 Pr

e
s
s
,
 19

7
2
,
 

p
.
 29

4
.
 

(38)

以
下
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
デ
ュ
ル
ケ
ム
社
会
学
に
お
け
る
歴
史
学
の
位
置
と
そ
の
意
義
」
『
社

会
学
評
論
』
第
三
三
巻
第
一
号
、
一
九
八
二
年
。
「
デ
ュ
ル

ケ
ム
に
お
け

る
経
済

・
社
会

・
道
徳

〈制
度
〉
の

理

論

」

『
ソ
シ
オ
ロ

ジ
』
第
二
九
巻

一
号
、
一

九
八
四
年
。
「
『
集
合
的
沸
騰
』
、
ア
ノ
ミ
ー
そ

し
て
疎
外

ー
_
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
〈
制
度
〉

理

論

」

r
研
究
年
報
」

（
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
）
第
二
九
号
、
一
九
八
六
年
。
「
デ
ュ
ル
ケ
ム

の
〈
制
度
〉
理
論
ー
|
_
〈
制
度
化
さ
れ
た
制
度
〉
の

創
造
と
活
性
化

ー
」
『
ソ
シ
オ
ロ
ジ
』
第
三
一
巻
二
号
、
一
九
八
六
年
。
「
デ
ュ
ル
ケ

ム

を

読

む

視

座

〈

制

度

〉

理

論

の

た

め

に

」

r
研
究
年
報
』
第

三
一
号
、
一
九
八
八
年
。
「
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
〈
制
度
〉
理
論
〈
客
観

主
義
〉
と
〈
主
観
主
義
〉
を
超
え
て
1

」
『
社
会
学
史
研
究
』
（
日
本
社

会
学
史
学
会
）
第
一
四
号
、
一
九
九
二
年
。

(39
)
 Fill
o
u
x
,
 J'C.
,
 

"
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
", 
d
a
n
s
 S
S
A
,
 p.
 58

:
 四
O
百
(
。

(40
)

猪
木
武
徳
「
〈
シ
リ
ー
ズ
〉

P
K
o
と
戦
後
意
識

3

経
済
大
国
」

『
朝
日
新
聞
』
夕
刊、

一
九
九
二
年
七
月
九
日
。

デ
ュ
ル
ケ
ム
引
用
文
献

（
文
中
で
は
略
記
）

D
T
S
 

R
M
S
 

S
U
 

F
E
 

S
P
 

E

M

 

L
S
 

P
S
 

S
S
A
 

T
E
X
 

1
8
9
0
 

1
9
0
3
a
 

D
e
 la 
d
i
v
i
s
i
o
n
 
d
u
 tr
a
v
a
i
l
 soci・a
l,
 
1893

(10
• 

e
d
., 
P
.
 U.
 F., 

1
9
7
8) 
:
 田
原
音
和
訳

r
社
会
分
業
論
」
青
木
書
店
、
一
九
七
五
年
。

L
S

ふ
fl窃

d
e
l
a
mき
t
h
o
de
socio
l
o
g
i
q
ue,
 18

9
5
 
(19
• 

e
d
., 
P
.
 U
.
 

F
•• 

1
9
7
7) 
"
宮
島
喬
訳
『
社
会
学
的
方
法
の
規
準
』
岩
波
書
店
、
一

九
七
八
年
。

L
e
 suicide
,
 18

9
7
 (n
o
u
v
.
 ed
., 
P
.
 U
.
 F., 

1
9
8
1
)
 ＂
宮
島
喬
訳

『自

殺
論
」
中
央
公
論
社
、
文
庫
版
‘
一
九
八
五
年
。

L
s
f
o
r
m
g

忌
m
e
n
i
a
i苔
s
d
e
 la 
vie 
r
eligieuse,
 19

1
2
 
(6• 

e
d
.
 ,
 

P
.
 U.
 F., 

1
9
7
9
)
舌

野
清
人
訳

『宗
教
生
活
の
原
初
形
態
」
（上

・

下
）
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
。

Sociologie 
et
 ph
i
l
o
s
o
p
h
ie
,
 19

2
4
 
(n
o
u
v
.
 ed
.
 ,
 P
.
 U.
 F
., 
1
9
6
7
)
 

ふ
山
田
吉
彦
訳
『
社
会
学
と
哲
学
』
創
元
社、

一
九
四
六
年
。

L
、
蕊

i
u
c
a
t
i
o
n
m
o
r
a
l
e
,
 19

2
5
 (n
o
u
v
.
 ed
., 
P
.
 U.
 F., 

1
9
7
4
)
 
＂

g
t
 

生

・
山
村
訳

r
道
徳
教
育
論
』

(I
.
I
I
)
明
治
図
書
、
一
九
六
四
年
。

に
C
o
g
d
e
 sociologie,
 19

5
0
 (2• 

e
d
., 
P
.
 U.
 F., 

1
9
6
9
)
 ＂｛
呂
自
g
.

川
喜
多
訳
『
社
会
学
講
義
』
み
す
ず
書
房
‘
一
九
七
四
年
。

p
品
ぎ
注
s
m
e
et
 socio
log
i
e,
 Vr

i
n
,
 19

5
5
 :
 福
鎌
達
夫
訳
『
プ
ラ

グ

マ
テ
ィ
ズ
ム
ニ
十
講
」
関
書
院
‘
一
九
六

0
年
。

La science socia
le
 et
 l

'a
c
t
i
o
n
,
 P
.
 U.
 F., 

1
9
7
0
 "
佐
々
木
・
中

嶋
訳

r
社
会
科
学
と
行
動
」
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
八
八
年
。

E
m
i
l
C
D
u
r
k
宮．
m

．T
貸
尻
1
1

3
,
 L

e
s
 E
d
i
t
i
o
n
s
 d
e
 
M
i
n
uit
,
 

1
9
7
5
.
 

L
e
s
 p
r
i
n
c
i
p
e
s
 d
e
 1
7
8
9
 e
t
 la
 s
o
c
i
o
l
o
g
i
e
,
 da

n
s
 S
S
A
 "「

一
七

八
九
年
の
諸
原
理
と
社
会
学
」
、
前
掲
『
社
会
科
学
と
行
動
」
所
収
。

N
o
t
e
s
 c
r
i
t
i
q
u
e
s
 d
e
 S
a
l
v
e
m
i
n
i
,
 G
.
 et
 al
., 
d
a
n
s
 T
E
X
 1
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1903b 
Sociologie 

et 
sciences 

sociales 
(a
vec 

P. F
a
u
c
o
n
n
e
t
)
,

 

d
a
n
s
 T

E
X
 1

 

1904 
L
'e
lite 

intellectuelle 
et 

la 
democratie, d

a
n
s
 S

S
A
:
 「忌

忌

叶
＝
―
.
.
.
,
_
心
虚
用
祖
獄
.

1忌
史
『
土
印
応
牲
叫

~iliii』
志
芸

゜

1908 
Intervention 

a
 la 

discussion 
sur 

"L'inconnu 
et 

l'inconscient 
e
n
 
histoire

"
 a
 la 
seance d

u
 28 

m
a
r
s
 1908 

d
e
 la 

Societe fran<;aise de philosophie, d
a
n
s
 T

E
X
 1. 

1914 
L
'a
venir 

de 
la 

religion, 
d
a
n
s
 S

S
A
 :

 「{1~~1;'
米
米
」
'
1
忌
翌

『ギ
ぐ
邸
塁
!t..¥J

ぬ
恥

志
否

゜

1915 
L
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 au-dessus de tout, 

Colin. 
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