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組
織
は
い
か
に
語
ら
れ
う
る
か
？

組
織
論
の
限
界
と
可
能
性
ー
|

は
じ
め
に

ー
—

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
組
織
論

近
代
的
な
現
象
に
最
近
あ
る
―
つ
の
接
頭
辞
が
付
く
こ
と
が
多
い
。

そ
れ
は
「
ポ
ス
ト
」
と
い
う
接
頭
辞
で
あ
る
。

例
え
ば
「
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
／
ポ
ス
ト
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
」

（レ

ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
学
派
）
、
「
工
業
社
会
／
ポ
ス
ト
工
業
社
会
」

(
D
.

ベ
ル
）
、
「
資
本
主
義
／
ポ
ス
ト
資
本
主
義
」

(P
.
F
・
ド
ラ
ッ
カ

ー
）
、
あ
る
い
は
社
会
学
全
域
と
し
て
は
「
近
代
／
ポ
ス
ト
近
代
」

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
試
み
は
全
て
「
ポ
ス
ト
」
と
い
う
接
頭
辞
を
付
す
る

こ
と
で
「
何
か
」
か
ら
ポ
ス
ト
「
何
か
」
へ
の
変
遷
を
説
こ
う
と
す

る
わ
け
な
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
「
ポ
ス
ト
」
と
い
う
接
頭
辞
は

二
つ
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
「
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
／
ポ
ス
ト
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
」
と

い
う
議
論
の
場
合
、
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
と
は
あ
る

―
つ
の
「
存
在
」

竹

中

克

久

神
戸
大
学
大
学
院
文
化
学
研
究
科
博
士
課
程

す
る
形
態
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
理
念
型
と
し
て
想
定
で
き
る
対

象
で
あ
る
。
そ
れ
は
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
「
モ
ダ
ン
タ
イ
ム
ズ
」
で
風

刺
さ
れ
る
よ
う
な
、
労
働
の
単
純
化
・
細
分
化
と
い
う
形
容
で
語
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
「
ポ
ス
ト
」
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム

も
、
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
と
同
様
‘

―
つ
の
新
た
な
形
態
あ
る
い
は
理

念
型
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
労
働
の
フ
ヤ
キ
シ
ブ
ル
化
と
い
う

形
容
で
語
ら
れ
る
ト
ヨ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
っ
た
り
、
カ
ル
マ
リ
ズ
ム
で

あ
っ
た
り
す
る
。
つ
ま
り
、
労
働
に
お
い
て
構
想
と
実
行
が
分
離
し
、

つ
ま
り
は
専
門
分
化
し
た
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
に
対
し
て
、
い
わ
ば
労

働
が
「
脱
」
分
化
し
、
労
働
者
が
熟
練
化
し
、
多
様
化
し
た
ポ
ス
ト

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
ヘ
と
い
う
移
行
で
あ
る
。
「
工
業
社
会
／
ポ
ス
ト

工
業
社
会
」
と
い
う
移
行
も
‘

―
つ
の
形
態
か
ら
新
た
な
形
態
へ
の

移
行
と
し
て
分
析
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
物
的
生
産
を
重
視
し
た

工
業
社
会
か
ら
知
識
や
情
報
と
い
っ
た
も
の
を
重
視
す
る
社
会
へ
の

移
行
と
し
て
語
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
資
本
主
義
／
ポ
ス
ト
資
本
主

義
」
も
文
脈
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
知
識
を
主
た
る
資
源
と
す
る
社
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会
へ
の
移
行
を
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
「
ポ
ス
ト
」
と

い
う
接
頭
辞
は
「
ア
フ
タ
ー
」
な
い
し
「
ネ
ク
ス
ト
」
と
い
う
意
味

で
あ
っ
て
、
時
代
的
時
間
的
な
変
遷
を
意
味
し
て
い
る
。

た
だ
、

「近
代
／
ポ
ス
ト
近
代
」
と
い
う
軸
は
上
述
の
も
の
と
は

事
情
を
異
に
す
る
。
こ
こ
で
は
、
近
代
社
会
に
対
し
て
ポ
ス
ト
近
代

社
会
が
存
在
、
あ
る
い
は
理
念
型
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い

。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
は
、
近
代
へ
の
懐
疑
を
示
し
、
近

代
あ
る
い
は
近
代
的
な
概
念
を
問
い
直
す
こ
と
で
あ

っ
て
、
ポ
ス
ト

近
代
社
会
の
分
析
を
行
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、

近
年
ミ
ク
ロ
な
分
野
に
お
い
て
は
、
自
我
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

い
っ
た
概
念
が
、
そ
し
て
マ
ク
ロ
な
分
野
で
は
国
民
国
家
あ
る
い
は

社
会
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
、
今
や
懐
疑
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
そ

の
概
念
の
有
効
性
に
疑
問
符
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ポ
ス
ト
近
代
的
な
試
み
が
、
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
方
向
性
を
持
つ

と
す
る
な
ら
ば
、
組
織
論
も
二
つ
の
方
向
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

―
つ
の
方
向
性
は
今
後
「
ポ
ス
ト
近
代
」
と
い
う
時
代

（も
し
そ

れ
が
あ
る
な
ら
ば
）
に
現
れ
う
る
、
ま
た
現
れ
つ
つ
あ
る
新
し
い
現

象
を
語
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
、
「
ポ
ス
ト
」

組
織
と
考
え
ら
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
分
析
す
る
と
い
う
方
向
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
対
象
が
、
近

代
的
な
組
織
論
が
対
象
と
し
て
き
た
組
織
と
い
う
枠
組
み
に
収
ま
り

き
ら
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
し
、
ま
た
、
分
析
レ
ベ
ル
で
は
近
代

的
な
組
織
論
の
分
析
概
念
で
あ
る
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
／
ア
ソ
シ
ェ

ー
シ
ョ
ン
と
い
う
概
念
に
還
元
で
き
な
い
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

も
う

―
つ
の
方
向
性
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
近
代
と
い
う
対

象
を
再
検
討
し
た
よ
う
に
、
組
織
と
い
う
近
代
的
な
概
念
、
さ
ら
に

は
そ
れ
を
扱

っ
て
き
た
近
代
紺
織
論
そ
の
も
の
を
も
問
い
直
す
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
近
代
的
な
組
織
論
は
組
織
と
い
う
対
象
を
自
明
視

し
て
き
た
感
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
反
省
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
組

織
と
い
う
対
象
を
相
対
化
し
、
そ
の
接
近
へ
の
多
様
化
を
図
る
と
い

う
試
み
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
組
織
論
の
可
能
性
を
双
方
向
に
探
索
す
る
。
ま
ず
一

章
で
は
、

「ポ
ス
ト
1
1

ア
フ
タ
ー
」
組
織
と
し
て
考
え
ら
れ
る
概
念

に
組
織
論
の
可
能
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
続
く
二
章
で
は
、

組
織
論
者
が
暗
に
持
っ
て
い
る
仮
定
を
問
い
直
し
、
組
織
を
語
る
際

に
立
脚
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
、
そ
し
て
組
織
を
形
容
す
る
メ
タ
フ
ァ

ー
、

あ
る
い
は
組
織
を
観
る
際
の
フ
レ
ー
ム
と
い
っ
た
も
の
に
、
組
織
論

者
が
自
覚
的
に
な
る
こ
と
を
提
唱
し
、
近
代
組
織
論
が
ほ
と
ん
ど
触

れ
て
こ
な
か

っ
た
組
織
の
側
面
の
分
析
に
可
能
性
を
求
め
る
。
さ
ら

に
三
章
で
は
、
組
織
を
「
紐
織
化
」
と
い
う
用
語
で
置
き
換
え
て
分

析
す
る
、
い
さ
さ
か
挑
戦
的
な
試
み
を

K
.
E
・
ワ
イ
ク
の
議
論
を

紹
介
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
も
可
能
性
を
感
じ
た
い

。
最
後
に
、
結
論

に
か
え
て
組
織
の
概
念
は
い
ま
だ
有
効
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
れ
か
ら

紐
織
論
者
と
し
て
為
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
分
に
残
さ
れ
て
い
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る
こ
と
を
示
唆
し
て
議
論
を
締
め
く
く
る
。

組
織
に
代
わ
る
概
念
は
あ
る
か

I

シ
ス
テ
ム
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

組
織
論
者
に
と
っ
て
の
悩
み
は
、
組
織
と
い
う
概
念
が
そ
も
そ
も

有
効
な
の
か
、
組
織
論
は
何
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
文
脈
に
お
け
る
国
民
国
家
の
概
念

の
意
義
低
下
と
同
様
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
と
い
う
文
脈
に
お
け
る

組
織
の
概
念
は
意
義
を
低
下
さ
せ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
組
織
と
い

う
概
念
は
も
は
や
時
代
遅
れ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
か
組
織
に
代
わ

る
他
の
概
念
が
コ
ア
概
念
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
組
織
論
の
発
祥
か

ら
実
に
一

0

0
年
あ
ま
り
、
近
代
と
い
う
そ
の
時
代
に
組
織
論
が
語

っ
て
き
た
組
織
と
は
何
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

M
・
ウ

ェ
ー
バ
ー
が
組
織
、
あ
る
い
は
ビ
ュ

ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
と
い

う
現
象
を
扱
っ
て

一
世
紀
近
い
時
間
が
経
過
し
た
。
彼
は
当
時
「
全

般
的
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
化
」
の
悪
夢
に
う
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

し
か
し
、
ウ
ェ
ー
バ

ー
の
見
た
悪
夢
は
逆
夢
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

現
代
の
我
々
が
接
し
て
い
る
組
織
は
ピ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
ば
か
り
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
隆
盛
を
極
め
て
い
る
よ
う
に
、

近
年
で
は
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
を
発
見
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
困
難
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ウ
ェ

ー
バ
ー
自
身
、
ビ
ュ
ー
ロ
ク

ラ
シ
ー
の
み
を
論
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は

「
自
発
的
結
社

V
e
r
e
in
」
に
も
着
目
し
て
い
た
。
彼
と
同
様
に
、
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ

シ
ー
、
あ
る
い
は
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
化
に
対
し
て
、
そ
れ
を
抑
制

す
る
紐
織
の
存
在
を
論
じ
る
も
の
は
多
い
。
例
え
ば
、

T
．
パ
ー
ソ

ン
ズ
も
、
晩
年
に
さ
し
か
か
る
頃
に
「
合
議
制
的
ア
ソ
シ
ェ

ー
シ
ョ

ン
collegial

a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
」

と

い

う

概

念

を

掲

げ

て

い

る

(P
a
r
s
o
n
s
 1
9
7
9
a
;
 19
7
9
b
)
。
ゾ

J

ユ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
用
語

が
、
多
く
の
論
者
に
共
通
の
概
念
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
そ

れ
に
対
抗
す
る
組
織
形
態
は
、
各
論
者
に
よ
っ
て
様
々
に
命
名
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
組
織
の
理
念
型
と
し
て
二
つ
の
形
態
を
掲
げ
る

の
は
あ
る
程
度
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
端
的
に
述
べ
れ
ば
、

一
方
は

垂
直
的
で
命
令
に
も
と
づ
い
た
組
織
形
態
で
あ
り
、
他
方
は
水
平
的

で
合
意
に
も
と
づ
い
た
組
織
類
型
で
あ
る
。
前
者
は
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ

シ
ー
、
後
者
は
ア
ソ
シ
ェ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
用
語
で
指
し
示
さ
れ
る
。

と
も
か
く
も
、
組
織
論
は
伝
統
的
に
こ
の
二
種
類
の
組
織
に
つ
い

て
語
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
組
織
論
の
発
祥
か
ら

一
世
紀
近
く
の
時
が

流
れ
た
現
在
も
か
わ
ら
ぬ
事
実
で
あ
る
。
そ
の
間
に
多
く
の
新
し
い

組
織
が
現
れ
た
が
、
そ
の
多
く
は
、
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
／
ア
ソ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
二
つ
の
概
念
で
分
析
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
は
こ
の
両
概
念
は
非
常
に
有
効
性
の
高
い
概
念
で
あ

っ
た

と
い
え
る
。
し
か
し
、
裏
を
か
え
せ
ば
、
組
織
論
は
こ
の
両
概
念
で

．． 

分
析
で
き
る
も
の
の
み
を
研
究
対
象
と
し
て
き
た
と
も
い
え
よ
う
。

そ
こ
に
、
組
織
論
の
有
効
性
と
限
界
の
双
方
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
組
織
と
は
ビ
ュ

ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
／
ア
ソ
シ
ェ

ー
シ
ョ
ン
を
指
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す
の
で
は
な
く
、
ピ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
／
ア
ソ
シ
ェ
ー
シ
ョ
ン
を
組

•••••• 

織
と
し
て
語
り
続
け
て
き
た
の
が
組
織
論
で
あ

っ
た
。
実
に

一
0
0

年
近
く
も
、
組
織
論
は

二
つ
の
組
織
し
か
語

っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で

あ
る

（佐
藤
、

一
九
九
八
）。

し
か
し
実
際
、
組
織
に
代
わ
り
う
る
概
念
も
登
場
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
以
前
よ
り
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
は
シ
ス
テ
ム
と
い
う
概

念
で
あ
り
、
近
年
で
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
組
織

と
い
う
概
念
は
こ
れ
ら
の
概
念
に
そ
の
路
を
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
の

だ
ろ
う
か
。
両
概
念
を
概
観
し
つ
つ
、
組
織
と
い
う
概
念
と
の
関
係

を
見
て
み
よ
う
。

シ

ス

テ

ム

組

織
の
概
念
に
と
っ
て
か
わ
る
候
補
の

―
つ
が
シ
ス
テ

ム
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
以
前
よ
り
組
織
論
に
お
い
て
は
、
組
織
概

念
と
等
価
的
に
扱
わ
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ

は、

C
・
バ
ー
ナ
ー
ド
し
か
り
、

T・

パ
ー
ソ
ン
ズ
し
か
り
、
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、

N
・
ル
ー
マ
ン
も
そ
の
流
れ
の
な
か
に
加
え
て
も

良
い
だ
ろ
う
。
多
様
な
組
織
を
シ
ス
テ
ム
と
じ
て
分
析
す
る
こ
と
は
、

組
織
と
い
う
シ
ス
テ
ム
と
、
市
場
や
技
術
と
い

っ
た
環
境
と
の
関
係

分
析
に

一
石
を
投
じ
、
組
織
相
互
の
比
較
や
社
会
に
お
け
る
組
織
間

関
係
の
分
析
を
可
能
に
さ
せ
た
。
こ
の
点
は
、
シ
ス
テ
ム
概
念
が
組

織
論
に
あ
た
え
た
大
き
な
貢
献
と
い
え
よ
う
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
と
い

う
概
念
は
、
そ
れ
が
も
つ
高
度
の
抽
象
性
ゆ
え
に
、
広
い
射
程
を
も

っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
組
織
を
議
論
の
俎
上
に
の

せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
シ
ス
テ
ム
論
特
有
の
問

題
点
も
存
在
す
る
。

つ
ま
り
、
シ
ス
テ
ム
と
い
う
概
念
は
常
に
シ
ス

テ
ム
以
外
の
も
の
、
す
な
わ
ち
環
境
と
の
差
巽
を
形
成
す
る
こ
と
で

成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
環
境
に
比
べ
て
、
常
に
シ
ス
テ
ム
は

安
定
的
で
あ
り
、
統

一
的
で
あ
り
、
複
合
性
が
低
い
。
つ
ま
り
、
組

織
を
シ
ス
テ
ム
と
し
て
み
る
、
と
い
う
の
は
常
に

一
面
的
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
組
織
の
統
一
的
で
、
安
定
的
で
、
複
合
性
の
低
い
秩

序
的
な
側
面
の
み
の
分
析
に
終
始
す
る
の
で
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
論
に

よ
っ
て
「
環
境
」
と
ラ
ベ
リ
ン
グ
さ
れ
る
側
面
の
分
析
は
行
わ
れ
な

い
。
し
か
し
、
組
織
と
い
う
現
象
を
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
、
い
か
に
組

織
が
非
統

一
的
で
、
不
安
定
で
、
複
合
性
が
高
く
、
無
秩
序
な
の
か

が
見
え
て
く
る
。
実
際
の
組
織
に
は
シ
ス
テ
ム
と
し
て
観
察
で
き
る

秩
序
的
な
側
面
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
環
境
と
さ
れ
る
側
面
も
ま
た

組
織
と
し
て
語
り
う
る
反
面
な
の
で
あ
る
。

紺
織
と
い
う
概
念
と
シ
ス
テ
ム
と
い
う
概
念
は
範
囲
を
異
に
し
て

い
る
。
組
織
は
、
不
安
定
で
、
無
秩
序
な
側
面
も
有
し
て
い
る
。
シ

ス
テ
ム
は
、
安
定
的
で
秩
序
的
な
側
面
の
み
を
分
析
す
る
概
念
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
双
方
が
重
な
り
合
う
領
域
も
あ
ろ
う
が
、
決
し
て

組
織
即
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
。
両
者
は
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
代
替

不
可
能
で
あ
る
。
組
織
と
い
う
概
念
が
シ
ス
テ
ム
と
い
う
概
念
に
路

を
譲
る
必
要
性
も
な
け
れ
ば
、
路
を
譲
る
こ
と
も
不
可
能
な
の
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
紺
織
を
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
す
な
わ
ち
組
織
1
1

シ
ス

テ
ム
と
し
て
、
両
者
を
恣
意
的
に
重
ね
合
わ
せ
て
き
た
と
こ
ろ
に
こ
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そ
、
近
代
紺
織
論
の
決
定
的
な
限
界
が
あ
っ
た
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

組
織
に
代
わ
り
う
る
概
念
の
二
番
目
の
も
の
は
不

ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
シ
ス
テ
ム
と
い

(1
)
 

う
概
念
に
比
べ
れ
ば
、
ま
だ
若
い
概
念
で
あ
る
。
こ
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
と
い
う
概
念
は
、
組
織
と
い
う
概
念
に
比
べ
て
よ
り
柔
軟
な
も
の

で
あ
り
、
近
代
組
織
論
が
タ

ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る

「
固
い
」
ビ
ュ

ー
ロ

ク
ラ
シ
ー
と
は
趣
を
異
に
す
る
も
の
を
そ
の
分

析
の
対
象
に
含
む
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
と
も
す
れ
ば
組
織

を
恒
久
的
な
事
物
と
し
て
、
そ
の
静
態
的
な
分
析
に
終
始
し
て
い
た

近
代
紐
織
論
に
対
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
は
、
い
わ
ば

一
時
的
な

現
象
を
も
含
み
込
み
、
動
態
的
な
分
析
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
は
シ
ス
テ
ム
と
異
な
り
、
い
わ
ば
無
秩
序
な
側
面
を
も

含
み
込
ん
だ
概
念
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
従
来
の
ツ
ー
ル
で
は
分
析

で
き
な
い
現
象
を
扱
い
う
る
利
点
を
有
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、

こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
概
念
に
は
可
能
性
が
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い

。
と
こ
ろ
が
、
今
田
高
俊
ら
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
と
い
う
用
語
は
実
に
多
く
の
異
質
な
も
の
を
指
す
も
の
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
概
念
は
、
そ

の
概
念
の
も
つ
射
程
範
囲
の
広
さ
ゆ
え
に
ま
た
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
群

衆
な
ど
と
い
っ
た
人
々
の
結
合
体
と
の
差
異
が
稀
薄
に
な
る
と
い
う

(2
)
 

弱
み
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
組
織
と
い
う
概
念
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
置
き
換
え
る
こ

と
に
は
非
常
に
高
い
代
償
が
と
も
な
う
こ
と
に
な
る
。
社
会
学
は
伝

統
的
に
、
集
団
、
組
織
、
群
衆
な
ど
と
い
っ
た
概
念
を
厳
格
に
区
分

し
て
考
え
て
き
た
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
概
念
は
、
こ
れ
ら
を
十

把

一
絡
げ
に
包
含
す
る
も
の
で
あ
り
、
組
織
と
い
う
概
念
を
は
る
か

に
超
え
た
一
般
的
で
広
い
概
念
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
話
を
ま
と
め
る
と
、
シ
ス
テ
ム
は
組
織
を
語

．．． 

る
上
で
一
面
的
で
あ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
組
織
を
語
る
上
で
一
般

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
概
念
と
も
、
組
織
に
代
替
可
能

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
シ
ス
テ
ム
論
あ
る
い
は
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
論
が
、
組
織
と
い
う
同
じ
研
究
対
象
に
現
れ
で
た
こ
と
で
、

我
々
は
偶
然
に
も
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
と
い
う
の
は
、
シ
ス
テ
ム
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
概
念
は
双
方
と
も
、
組
織
と
い
う
概
念
に
と

っ
て
代
わ
る
概
念
で
は
な
い
。
し
か
し
、
双
方
と
も
、
組
織
を
語
る

上
で
、
語
り
う
る
概
念
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

つ
ま
り
、
組
織
即
シ
ス

テ
ム
で
も
な
け
れ
ば
、
組
織
即
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
も
な
い
。
し
か
し

我
々
は
、
組
織
を
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
あ
る
い
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

し
て
語
り
う
る
の
で
あ
る
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
が
示
唆
し
た
と
こ
ろ
は
、
実
際
の
組
織
も
確
か

に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
形
態
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
け
で
な
く
、
我
々
研
究
者
の
「
観
点
」
あ
る
い
は
「
語
り
方
」
が

代
わ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
「
観
点
」
あ
る
い

は
「
語
り
方
」
が
追
加
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
紐
織

を
シ
ス
テ
ム
と
し
て
観
る
、
組
織
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
観
る
、
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こ
れ
ら
は
組
織
を
観
る
際
の
多
様
な
観
点
の

一っ

で
し
か
な
く
、
そ

の
観
点
を
選
択
し
た
研
究
者
の
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

一
方
で
は
、
何
が
組
織
か
そ
し
て
組
織
と
は
何
か
、
と

い
う
問
い
か
け
も
事
実
、
近
年
で
は
盛
ん
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
試
み
は
、
組
織
に
定
義
を
試
み
、
確
固
と
し
た

―
つ

の
姿

を
追
求
す
る
と
い
う
営
み
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
組
織
の
定
義
が
錯

綜
し
て
い
る
な
か
で
、
我
々
組
織
論
を
研
究
す
る
者
と
し
て
は
こ
の

ょ
う
な
反
省
的
な
試
み
は
必
須
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
試
み
と

同
時
進
行
で
別
の
試
み
も
ま
た
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
は
、

語
り
う
る
多
様
な
可
能
性
の
な
か
で
最
善

(o
n
e
b
e
s
t
 w
ay
)
の

定
義
を
行
う
、
と
い
う
営
み
と
は
少
し
離
れ
、
む
し
ろ
多
様
な
観
方

を
あ
る
程
度
許
容
す
る
と
い
う
方
向
性
で
あ
る
。

次
章
で
は
、
こ
の
研
究
者
の
「
観
点
」
に
眼
を
向
け
る
こ
と
で
、

組
織
論
に
残
さ
れ
て
い
る
課
題
と
可
能
性
を
み
て
ゆ
く
。

多
様
化
す
る
組
織
の
語
り
方

ー

パ
ラ
ダ
イ
ム
、
メ
タ
フ
ァ
ー
、
フ
レ
ー
ム

「
組
織
」
と
い
う
対
象
は
た
だ

―
つ
だ
け
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
多
種
多
様
な
研
究
が
行
わ
れ
、
組
織
の
類
型
論
は
よ
く
論
じ

ら
れ
て
き
た
。
著
名
な
も
の
で
は
、
ウ
ェ

ー
バ
ー
の
類
型
（
合
法
的

／
伝
統
的
／
カ
リ
ス
マ
的
）
、
あ
る
い
は

A
・
エ
ツ
ィ
オ
ー
ニ
の
そ

れ

（強
制
的
／
功
利
的
／
規
範
的
）
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、

組
織
の
類
型
で
は
な
く
、
組
織
を
観
る
際
に
組
織
論
者
が
ど
の
よ
う

な
暗
黙
的
仮
定
に
立
脚
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
組
織
を
何
に
喩
え

て
観
て
い
る
か
、
さ
ら
に
は
ど
ん
な
認
識
枠
組
み
を
通
し
て
組
織
を

観
て
い
る
か
、
と
い
う
点
か
ら
、
組
織
論
や
紐
織
論
者
を
対
象
と
し

た
類
型
も
あ
り
、
そ
ち
ら
を
概
観
す
る
こ
と
を
本
章
の
意
図
と
し
た
い
。

例
え
ば
そ
れ
は
古
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は

G
・
バ
レ
ル
と

G
.

モ
ー
ガ
ン
の
試
み
で
あ
る

(B
u
r
r
e
ll
a
n
d
 M
o
rg
a
n
 1
9
7
9
)
。
バ

レ
ル
1
1

モ
ー
ガ
ン
は
「
社
会
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
組
織
分
析
」
に
お

い
て
、
社
会
学
に
お
け
る
多
様
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
組
織
分
析
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

(B

E

 
re
ll 
a
n
d
 M
o
r
g
a
n
 1
9
7
9
)
。
彼
ら
は
「
あ
ら
ゆ
る
紐
織
の

理
論
は
何
ら
か
の
科
学
哲
学
な
ら
び
に
社
会
の
理
論
に
依
拠
し
て
い

る」

(B
u
r
r
e
ll
a
n
d
 M
o
r
g
a
n
 1
9
7
9
 :
 
x

i
i
)

と
し
て
議
論
を
始
め

る
。
彼
ら
は
、
社
会
科
学
の
性
質
に
関
す
る
諸
仮
定
を
、
存
在
論

（
唯
名
論
—
実
在
論
）
、
認
識
論
（
反
実
証
主
義
ー
実
証
主
義
）
、

人
間
性

（主
意
主
義
ー
決
定
論
）
、
方
法
論
（
個
性
記
述
的
ー
法

則
定
立
的
）
と
い
う
四
つ
の
仮
定
の
セ
ッ
ト
と
し
て
と
ら
え
、
便
宜

上
、
大
き
く
「
主
観
ー
客
観
」
と
い
う
次
元
で
対
極
化
す
る
。
ま

た
、
他
方
の
次
元
と
し
て
、
社
会
の
性
質
に
関
す
る
諸
仮
定
に
つ
い

て
「
レ
ギ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
ー
ラ
デ
ィ
カ
ル

・
チ
ェ
ン
ジ
」
と
い
う

次
元
を
対
極
化
す
る
。
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
社
会
学
は
、
な
ぜ
社

会
が

―
つ
の
実
在
と
し
て
維
持
さ
れ
る
の
か
を
理
解
し
よ
う
と
す
る

の
に
対
し
て
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
チ
ェ
ン
ジ
の
社
会
学
は
、
人
間
の
発
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展
の
可
能
性
を
制
限
し
阻
害
す
る
よ
う
な
諸
構
造
か
ら
人
間
を
解
放

す
る
こ
と
に
関
心
を
も
っ
と
す
る
。
こ
の
「
主
観
ー
客
観
」
そ
し

て
「
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ー
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
チ
ェ
ン
ジ
」
と
い
う

二
つ
の
次
元
で
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
整
理
す
れ
ば
、
主
観
的
か
つ
ラ
デ
ィ

カ
ル
・
チ
ェ
ン
ジ
と
い
う
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
人
間
主
義

radical

h
u
m
a
n
i
s
m」
、
主
観
的
か
つ
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
「
解
釈

主
義
」
、
客
観
的
か
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
チ
ェ
ン
ジ
と
い
う
「
ラ
デ
ィ

カ
ル
構
造
主
義

radical
structuralism」
そ
し
て
客
観
的
か
つ

レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
「
機
能
王
義
」
と
い
う
四
つ
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
が
規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
ど
こ
に
位

置
す
る
か
で
、
組
織
論
者
に
よ
る
組
織
の
観
方
が
ま
る
で
異
な
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
伝
統
的
に
組
織
論
は
機
能
主
義
者
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
に
圧
倒
的
に
集
中
し
て
い
る
が
、
他
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
の
研

究
の
重
要
性
を
彼
ら
は
論
じ
て
い
る
。

そ
の
後
、
モ
ー
ガ
ン
単
著
の
試
み
で
は
様
々
な
メ
タ
フ
ァ
ー
を
組

織
と
い
う
研
究
対
象
に
適
用
し
て
、
多
様
な
組
織
の
観
方
を
提
供
し

て
い
る

(
M
o
r
g
a
n
1
9
8
6
 
[
1
9
9
7
]
)
。
こ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
い
う

概
念
は
、
モ
ー
ガ
ン
が

一
九
八
0
年
の
論
文
に
お
い
て
、
パ
ラ
ダ
イ

ム
ー
メ
タ
フ
ァ

1
ー
パ
ズ
ル
ソ
ル
ビ
ン
グ
と
い
う
三
つ
の
レ
ベ
ル

の
概
念
を
提
唱
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
先
の
バ
レ
ル
と
の

共
著
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
い
う
研
究
者
の
も
つ
メ
タ
理
論
的
な
基
本
仮

定
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
の
に
対
し
、
メ
タ
フ
ァ
ー
は
各
研
究
者
が
組
織

や
管
理
を
い
か
に
観
察
し
、
認
識
す
る
か
と
い
う
レ
ベ
ル
に
あ
る

(M
o
r
g
a
n
 1
9
8
0
)
。
さ
て
、
モ
ー
ガ
ン
に
よ
っ
て
、
組
織
を
語
る

メ
タ
フ
ァ
ー
は
数
多
く
用
意
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
「
機

械
」
「
有
機
体
」
「
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
」
と
い
っ
た
お
な
じ
み
の
も

の
か
ら
、
「
文
化
」
「
政
治
」
「
サ
イ
キ
ッ
ク
・
プ
リ
ズ
ン
」
「
流
転

flux 
a
n
d
 transformation」
「
古
仝
配
の
道
具
」
と
い
っ
た
も
の
に

も
及
ぶ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
は
有
効
性
と
限

界
が
あ
る
。
ま
た
、
矛
盾
す
る
よ
う
な
メ
タ
フ
ァ
ー
の
組
合
せ
も
確

認
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
語
り
方
の
多
様
な
可
能
性
が

あ
る
の
が
、
「
組
織
」
と
い
う
対
象
で
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
、
組
織
に
対
す
る
フ
レ
ー
ム
あ
る
い

は
パ
ー
ス
テ
ク
テ
ィ
ブ
を
柔
軟
に
渡
り
歩
く
指
針
を
主
に
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
に
提
供
し
て
い
る

L
.
G
・
ボ
ル
マ
ン
、

T
.
E
・
デ
ィ
ー
ル

に
よ
る
著
作
も
加
え
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い

(B
o
l
m
a
n
a
n
d
 

Deal 1
9
8
4
 ;
 1

9
9
7
)
。
彼
ら
は
、
ア
プ
ロ
ー
チ
な
い
し
は
フ
レ
ー
ム

と
い
う
言
葉
で
多
様
な
組
織
の
観
方
を
示
唆
し
て
い
る
。

フ
レ
ー
ム

と
は
窓
、
あ
る
い
は
レ
ン
ズ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
見
え
る
う
ち

の
あ
る
像
を
捨
象
す
る
が
そ
れ
で
い
て
別
の
像
を
よ
り
鮮
明
に
写
し

だ
す
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
四
つ
の
フ
レ
ー
ム

（構
造
的
、
人
的
資

源
的
、
政
治
的
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
）
を
用
意
し
、
様
々
な
組
織
の
観

方
、
語
り
方
を
論
じ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
組
織
」
そ
の

．． 

も
の
が
変
わ
っ
た
か
ど
う
か
は
重
要
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。

．
 

た
だ
、
紐
織
の
語
り
方
を
代
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
紐
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織
論
が
反
省
す
べ
き
は
、
今
ま
で
非
常
に
少
な
い
語
り
口
し
か
も
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

例
え
ば
、
バ
レ
ル
1
1

モ
ー
ガ
ン
の
文
脈
で
い
え
ば
、
機
能
主
義
以

外
の
組
織
論
が
そ
れ
ほ
ど
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
マ
ル
ク

ス
主
義
に
影
響
を
受
け
た
組
織
論
は
、
ラ
デ
イ
カ
ル
構
造
主
義
的
で

あ
っ
た
し
、
労
働
社
会
学
と
呼
ば
れ
る
分
野
で
の
そ
れ
は
ラ
デ
ィ
カ

ル
人
間
主
義
に
近
い
。
し
か
し
、
組
織
論
の
主
流
は
や
は
り
機
能
主

義
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
過
百
で
は
な
い
。
組
織
を
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
志
向
で
客
観
的
事
物
と
捉
え
る
こ
と
に
抗
し
た
組
織
論
は
い
ま
だ

多
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
モ
ー
ガ
ン
の
文
脈
で
言
え
ば
、
我
々
は
暗
に
組
織
を
合

理
的
な
「
機
械
」
あ
る
い
は
生
動
す
る
「
有
機
体
」
と
し
て
考
え
て

は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
「
組
織
は
機
械
で
あ
る
」
「
組
織
は

有
機
体
で
あ
る
」
と
明
言
す
る
こ
と
は
、
い
ま
や
希
有
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
近
代
的
な
組
織
論
が
採
用
し
て
き
た
「
装
置
」
「
シ

ス
テ
ム
」
と
い

っ
た
言
葉
は
、
そ
も
そ
も
機
械
的
あ
る
い
は
有
機
的

な
イ
メ
ー
ジ
を
か
き
立
て
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は

確
か
に
正
し
い
が
‘

―
つ
の
側
面
で
あ
り
‘

―
つ
の
正
し
さ
に
し
か

過
ぎ
な
い
。
な
か
な
か
、
社
会
学
者

一
般
、
さ
ら
に
は
組
織
論
者
も

そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
持
つ
力
か
ら
自
由
に
な
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
は

た
し
て
い
ま
ま
で
紐
織
を

「文
化
」
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
試
み
は

あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
組
織
の
中
の
文
化
に
つ
い
て
触
れ
る
も
の

（組

ヒ4
)

織
＞
文

1
)は
数
多
い
が
、
組
織
そ
れ
自
体
を
文
化
と
し
て
観
る

（組
織
1
1

文
化
）
も
の
は
少
な
い
。
組
織
は
合
理
的
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
見
解
を
確
固
と
し
て
持
つ
者
は
、
文
化
と
い
う
非
合
理
的

nonrational
な
も
の
と
組
織
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
を
し
な

い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
組
織
を
「
流
転
」
と
捉
え
る
試
み
は
ど
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
ア
ソ
シ
ェ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
、
ま
た

そ
の
逆
に
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
か
ら
ア
ソ
シ
ェ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
変

動
や
、
構
造
変
動
を
含
み
込
ん
だ
シ
ス
テ
ム
論
な
ど
に
は
、
少
し

「
流
転
」
的
な
側
面
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
「
流

転
」
が
常
態
で
あ
る
と
論
じ
る
も
の
は
少
な
い
。
組
織
を
秩
序
的
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
持
つ
者
は
、
絶
え
ざ
る
「
流
転
」
と
し

て
の
組
織
の
像
を
観
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ボ
ル
マ
ン
1
1

デ
ィ
ー
ル
の

「
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
・
フ
レ
ー

ム
」
も
い
ま
だ
未
開
拓
な
分
野
で
あ
る
。
構
造
的
フ
レ
ー
ム
を
は
じ

め
と
し
て
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
・
フ
レ
ー
ム
以
外
の
三
つ
の
フ
レ
ー
ム

に
は
、
組
織
を
目
的
合
理
的
な
も
の
と
す
る
仮
定
が
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
確
固
と
し
た
目
的
や
合
理
的
な
手
続
き
、
と
い
っ
た
も
の
の
目

的
合
理
性
は
意
外
に
低
い

。
合
理
的
な
意
志
決
定
を
行

っ
て
い
る
は

ず
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
、
実
は
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
ア
リ
ー
ナ
で
あ
っ

て
、
合
理
的
な
計
画
は
実
は
セ
レ
モ
ニ
ー
で
あ
っ
て
、
組
織
構
造
は

単
に
ド
ラ
マ
を
活
き
活
き
と
演
じ
る
た
め
の
ス
テ
ー
ジ
で
あ
る
、
と

観
る
の
が
「
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
・
フ
レ
ー
ム
」
で
あ
る
。

バ
レ
ル
1
1
モ
ー
ガ
ン
そ
し
て
ボ
ル
マ
ン
1
1
デ
ィ
ー
ル
、
彼
ら
に
共

通
し
て
い
る
の
は
、
観
方
、
語
り
方
の
多
様
性
で
あ
る
。
繰
り
返
す
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が
、
実
際
の
組
織
が
変
わ
っ
た
り
、
増
え
た
り
と
い
っ
た
こ
と
が
問

題
な
の
で
は
な
い
。
我
々
の
観
方
、
語
り
方
が
代
わ
っ
た
、
あ
る
い

は
増
え
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
‘

組
織
論
の
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
り
、
可
能
性
で
あ
る
と
い
え
る
。

組
織
を
組
織
化
と
し
て
み
る

前
章
で
は
、
組
織
論
者
の
観
方
、
語
り
方
の
多
様
性
に
組
織
論
の

可
能
性
を
見
出
し
た
。
そ
れ
と
は
別
に
組
織
論
に
は
新
た
な
胎
動
も

見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

K
.
E
・
ワ
イ
ク
の
そ
れ
は
維
織
論
に

新
た
な
息
吹
を
与
え
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
ワ
イ
ク
は
紺
織
と
い
う
名
詞
を
避
け
よ
う
と
す
る
。
代
わ

り
に
組
織
化

o
r
g
a
n
i
z
i
n
g
と
い
う
動
名
詞
で
語
ろ
う
と
す
る
。
そ

こ
に
は
、
彼
の
ど
ん
な
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
彼
の
次
の
文
章
に
全
て
表
現
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

組
織
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
多
く
の
名
詞
を
使
い
た
く
な
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
名
詞
は
記
述
す
べ
き
状
況
に
あ
ら
ぬ
静
態

的
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
し
ま
う
よ
う
だ
。
組
織
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
な
ら
、
名
詞
を
根
絶
す
べ
き
だ
と
い
い
た
い

。
紐
織
の

研
究
者
が
名
詞
の
利
用
を
控
え
、
惜
し
み
な
く
動
詞
や
動
名
詞

を
使
用
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
仮
定
と
い
う
も
の
に
も

っ
と
注

意
が
払
わ
れ
、
そ
れ
を
ど
う
理
解
し
ど
う
管
理
し
た
ら
よ
い
か
、

い
っ
そ
う
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(W
e
i
c
k
 1
9
7
9
 :
 44 11

一
九
九
七
、
五
八
）

組
織
と
は
、
組
織
化

（動
名
詞

o
r
g
a
n
i
z
i
n
g
)
で
あ
り
、
過
程

で
あ
り
、
流
れ
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
流
れ
と
い
う
の
も
、

一
定
の
速

度
で
流
れ
る
均
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
時
に
速
く
、
時
に
遅
く
流

れ
る
ば
か
り
か
、
流
れ
の
ス
タ
ー
ト
地
点
と
ゴ
ー
ル
地
点
も
移
り
ゆ

く
、
と
い
う
の
が
組
織
の
流
れ
で
あ
る

(W
e
i
c
k
1
9
7
9
 :
 4
2
 11
-

九
九
七
、
五
五
）。

反
省
す
る
に
、
組
織
論
は
、
徹
頭
徹
尾
「
組
織
さ
れ
た

o
r
g
a
n
i
z
e
d
も
の
」
の
社
会
学
で
あ
っ
た
。
「
組
織
さ
れ
た
も
の
」

と
し
て
の
ビ
ュ

ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
、
そ
し
て
ア
ソ
シ
ェ

ー
シ
ョ
ン
と
い

う
二
つ
の
概
念
を
軸
に
、

二
者
の
動
態
を
分
析
す
る
こ
と
が
主
要
な

焦
点
だ

っ
た
。
し
か
し
、
も
う

―
つ
の
動
態
、
つ
ま
り
「
組
織
さ
れ

て
い
な
い
も
の
」
か
ら
「
組
織
さ
れ
た
も
の
」
へ
の
動
態

(II

o
r
g
a
n
i
z
i
n
g
)
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
「
組
織
」
と

い
う
固
定
化
さ
れ
た
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
を
語
る
の
で
は
な
く
、

「
組
織
化
」
あ
る
い
は
「
脱
組
織
化
」
と
い
う
ム
ー
ビ
ー
を
語
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
「
組
織
」
と
い
う
ス
ナ

ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
は
現
実
に
は
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ワ
イ
ク
の
次
の

ニ―
日
が
示
唆
的

で
あ
る
。
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紐
織
と
い
う
言
葉
は
名
詞
で
、

神
話
で
あ
る
。
組
織
な
る
も

の
を
探
し
て
も
、
見
つ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
見
つ
か
る
も
の
は

せ
い
ぜ
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
の
内
側
で
生
ず
る
互
い
に
結
び

つ
い
た
事
象
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
象
の
連
鎖
や
バ

イ
パ
ス
そ

れ
に
タ
イ
ミ
ン
グ
の
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る
。
し
か
し
、
組
織
に
つ

い
て
語
る
と
き
、
そ
の
フ
ォ
ー
ム
が
誤

っ
て
実
体
と
さ
れ
て
し

ま
う
の
だ
。

(W
e
ic
k
 1
9
7
9
 :
 
8
8
 
1
1

一
九
九
七
、

―
四
）

伝
統
的
に
、
組
織
論
は
停
止
し
て
い
る
も
の
を
撮
り
続
け
て
き
た
。

と
い
う
よ
り
も
、
撮

っ
た
ス
ナ

ソ
プ
シ
ョ
ッ
ト
を
組
織
と
言
い
続
け

て
き
た
。
よ
く
、
組
織
図
な
ど
が
描
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
い

っ
た
い

何
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
組
織
が
安
定
的
な
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
見
解
は
組
織
論
が
造
り
あ
げ
た
迷
信
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も

可
能
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
ワ
イ
ク
の
主
張
は
極
論
で
は
あ
る
。
全
て
の
組
織
に

こ
の
論
法
が
有
効
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、

ワ
イ
ク
の
議
論
が
有
効
性
を
も
ち
、
そ
れ
ば
か
り
か
ワ
イ
ク
の
議
論

で
な
け
れ
ば
解
く
こ
と
が
困
難
な
現
象
も
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

そ
れ
は
企
業
の
中
で
の
「
革
新

inno
v
ation」
の
局
面
で
あ
る

（田
中
、

一
九
九

0
)
。
革
新
の
局
面
に
お
い
て
は
、
目
標
を
は
じ

め
と
し
た
何
も
か
も
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
。

J

.
G
・
マ
ー
チ
ら
の

い
う
よ
う
に
ま
さ
に
「
ゴ
ミ
箱
」
に
、
様
々
な
「
問
題
」
と
「
解
」

が
投
げ
込
ま
れ
、
「
参
加
者
」
の
誰
か
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
時
間
を
投

入
す
る
。
こ
の
三
者
が
出
会
う
場
が

「選
択
機
会
」
な
の
で
あ
る
。

論
理
必
然
的
に
革
新
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
タ
イ
ミ
ン
グ
」

や
「
文
脈
」
と
い
っ
た
変
数
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
局
面

で
は
、
従
来
の
近
代
的
な
目
的
合
理
性
の
議
論
で
は
何
も
見
え
な
い

。

む
し
ろ
、
単
に
組
織
の

「病
理
」
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
局

面
で
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
と
し
て
観
た
と
き
の
「
環
境
」
あ
る
い
は

「
残
余
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
属
す
る
こ
の
よ
う
な
現
象
、
こ
れ
も
含
め

て
こ
そ
紐
織
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
語
る
紺
織
論
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

組
織
を
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ

ッ
ト
に
す
る
か
、
ム
ー
ビ

ー
に
す
る
か
。

こ
れ
も
組
織
論
者
が
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
近
代
紐

織
論
者
が
写
真
家
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ワ
イ
ク
は
映
画
監
督
で
あ
る
。

双
方
と
も
、
組
織
を
語
る
に
利
点
と
限
界
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

組
織
論
に
新
た
な
可
能
性
を
見
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
両
者
の
議
論
を

対
等
に
取
り
扱
う
こ
と
が
必
須
で
あ
ろ
う
。
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能
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さ
て
、
本
稿
が
こ
れ
ま
で
行

っ
て
き
た
の
は
、
組
織
と
い
う
概
念

の
有
効
性
を
今

一
度
問
い
直
し
、
ま
た
組
織
論
そ
の
も
の
を
反
省
す

る
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
試
み
の
結
論
を
述
べ
る
な
ら
、
以
下
の
よ

う
な
も
の
に
な
る
。

ま
ず
、
組
織
と
い
う
概
念
は
こ
れ
か
ら
も
有
効
な
概
念
で
あ
る
。



た
だ
し
、
そ
れ
は
組
織
と
い
う
言
葉
に
代
わ
り
う
る
言
葉
が
見
つ
か

ら
な
い
、
と
い
う
い
わ
ば
消
極
的
な
理
由
か
ら
で
あ
る
が
。
シ
ス
テ

ム
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
っ
た
概
念
に
取
っ
て
か
わ
る
こ
と
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
シ
ス
テ
ム
は
組
織
の
あ
る

一
面
だ
け
を
抽
出
す
る
分
析

概
念
で
あ
り
、
ネ
ソ
ト
ワ
ー
ク
は
組
織
以
外
の
も
の
も
含
む
分
析
概

念
で
あ
る
か
ら
だ
。
た
だ
、
組
織
と
は
シ
ス
テ
ム
と
し
て
も
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
と
し
て
も
語
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
は
厘
要
で
あ
る
。
組

織
と
は
そ
れ
だ
け
多
様
な
語
り
の
対
象
で
あ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
組
織
論
も
今
後
と
も
有
効
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
為
さ
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
膨
大
で
あ
る
。
組
織
と
い
う
対
象
を
自
覚
的
に
主

題
化
し
、
か
つ
多
様
な
観
点
か
ら
相
対
的
に
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い

。

ま
た
、
多
様
な
観
点
と
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
組
織
を
組
織
化

と
い
う
用
語
に
置
き
換
え
る
よ
う
な
手
法
も

―
つ
の
観
点
と
し
て
採

用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

紐
織
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
組
織
と
い
う
対
象
を
要
素
分

解
し
定
義
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
還
元
主
義
的
な
科
学
と
し
て
、

「
客
観
的
」
で
あ
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時

に
、
組
織
を
語
る
際
に
何
に
喩
え
て
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
眼
鏡

を
か
け
て
そ
の
対
象
を
観
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
自
覚
的
に
な

る
、
と
い
う
意
味
で
「
主
観
的
」
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
も
必
要

で
あ
る
。
本
稿
は
、
主
と
し
て
後
者
の
「
主
観
的
」
な
側
面
に
組
織

論
の
可
能
性
を
求
め
た
。

主――
―

,a
 

(l
)

も
っ
と
も
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
以
前
か
ら
用
い
ら

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
も
と
も
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
言
葉
は
、
い
わ

ゆ
る
コ
ネ
や
闇
の
人
間
関
係
を
指
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
近

年
の
よ
う
に
好
意
的
な
意
味
で
使
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た

（今
井
・
金
子
、

一
九
八
八
）。

(2
)

ネ
9

ト
ワ
ー
ク
と
い
う
概
念
の
下
に
、
多
様
な
形
態
が
混
ざ
り
合
っ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
は
数
多
い

（片
桐
＇
杉
野
、

一
九
九
九
、
今

田、

一
九
九
四
、
鵜
飼
‘
―

10
0
0
)。

(3
)

例
え
ば
維
織
論
者
の
中
條
秀
治
や
沢
田
善
太
郎
、
あ
る
い
は
制
度
と
い

う
側
面
か
ら
切
り
込
ん
だ
も
の
と
し
て
盛
山
和
夫
の
著
作
が
あ
げ
ら
れ
よ

う
。（
中
條
、

一
九
九
八
、
沢
田
、
一
九
九
七
、
盛
山
、

一
九
九
五
）。

(4
)

組
織
論
に
お
い
て
、

「文
化
」
と
い
う
対
象
は
二
つ
の
文
脈
で
扱
わ
れ

て
い
る
。―

つ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
と
も
な
っ
て
企
業
組
織
な
ど
が
進

出
し
た
と
き
に
、
当
地
の
文
化
に
影
響
を
受
け
る
、
と
い
う
文
脈
で
用
い

ら
れ
る
。
も
う
―
つ
は
、
組
織
の
な
か
の
―
つ
の
変
数
と
し
て
文
化
を
と

ら
え
る
も
の
で
、
組
織
の
慣
性
や
硬
直
性
の
分
析
の
際
に
対
象
と
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
後
者
の
意
味
の

「文
化
」
に
限
定
し
て
論
じ

て
い
る
。
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