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よ
そ
者
概
念
の
社
会
学
的
彫
琢

G
・
ジ
ン
メ
ル
に
よ
る
概
念
規
定
を
中
心
に

人
々
が
空
間
移
動
を
経
て
新
し
い
社
会
集
団
と
接
触
し
て
そ
こ
に
留
ま

．．． 

る
時
、
彼
ら
は
よ
そ
者
と
な
り
、
ホ
ス
ト
社
会
と
そ
の
メ
ン
バ
ー
と
の
間

で
独
特
の
社
会
的
諸
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
よ
そ
者
の

到
来
は
、
移
動
す
る
個
人
の
生
活
や
社
会
状
況
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
よ

そ
者
を
受
け
入
れ
る
社
会
の
側
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
多
く
の
論
者
の
注
目
を
集
め
て
き

た
。
さ
ら
に
は
現
代
社
会
の
よ
う
に
国
際
的
な
人
口
移
動
が
恒
常
化
し
、

常
に
個
人
の
生
活
や
社
会
の
あ
り
よ
う
が
変
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
時
代
に
お
い
て
は
、
社
会
学
的
に
ま
す
ま
す
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て

は
じ
め
に

人
が
故
郷
を
離
れ
て
新
た
な
土
地
に
た
ど
り
着
く
時
、
そ
こ
に
は

移
動
者
と
そ
の
地
域
に
住
む
人
た
ち
と
の
新
し
い
出
会
い
が
生
じ

る
。
新
た
に
や
っ
て
来
た
人
々
は
そ
の
社
会
や
集
団
に
お
い
て
は
よ

(
l
)
 

そ
者
と
み
な
さ
れ
、
時
に
は
II

厄
介
者
II

、
II

侵
入
者
II

と
し
て
排
斥

徳

田

剛

神
戸
大
学
文
学
部
学
術
推
進
研
究
員

•.....•••• 

,
 
．．．．．．．．． 

い
る
と
言
え
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
よ
そ
者
を
め
ぐ
る
社
会
学
的
言
説
の
出
発
点
と
し
て

i

し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る

G
・
ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
論
の
意
義
を
明
ら
か
に

i

す
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
ず
、
よ
そ
者
の
歴
史
的
諸
事
例
を
取
り
上
げ
つ
つ
、

i

ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
を
め
ぐ
る

概
念
規
定
の
要
点
を
整
理
す
る
。
そ
し
て
、
~

M
.
M
・

ウ
ッ
ド
に
よ
る
ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
概
念
の
批
判
的
継
承
の
試

i

み
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
論
の
意
義
と
射
程
を
明
ら
~

か
に
す
る
。

．．．．．．． 

さ
れ
た
り
、
”
客
人
“
と
し
て
歓
待
を
受
け
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う

な
よ
そ
者
を
め
ぐ
る
諸
事
象
は
、
そ
れ
ら
が
人
間
の
空
間
移
動
の
結

果
と
し
て
、
新
し
く
出
会
っ
た
個
人
（
よ
そ
者
）
と
社
会
集
団
（
ホ

ス
ト
社
会
と
そ
の
メ
ン
バ
ー
）
の
間
の
独
特
の
社
会
的
諸
関
係
を
生

ぜ
し
め
、
し
か
も
そ
う
し
た
個
人
と
社
会
の
双
方
に
大
き
な
変
化
を

も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
時
代
を
問
わ
ず
多
く
の
論
者
に
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よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
で
、
人
び
と
の
移
動
に
制
限
が
課
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ

．．．． 

た
前
近
代
社
会
に
お
い
て
よ
そ
者
は
例
外
的
な
存
在
で
あ
っ
た
が
、

そ
う
し
た
時
代
に
お
い
て
多
く
の
よ
そ
者
が
訪
れ
、
実
際
に
彼
ら
を

新
た
な
居
住
者
と
し
て
受
け
入
れ
て
き
た
の
は
都
市
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
都
市
で
の
よ
そ
者
を
め
ぐ
る
状
況
も
ま
た
、
一

八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
を
端
緒
と
す
る
産
業
化
の
進
行
、
そ
れ
に
伴
う
都

市
人
口
の
増
大
と
そ
の
多
様
な
構
成
に
よ
っ
て
、
大
き
く
変
化
す
る

こ
と
と
な
る
。

G
・
ジ
ン
メ
ル
に
よ
る
大
都
市
論
や
シ
カ
ゴ
学
派
の

都
市
社
会
学
者
た
ち
に
よ
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
研
究
に
お
い
て
い
ち
早
く

描
出
さ
れ
た
よ
う
に
、
近
代
の
大
都
市
で
は
大
量
の
人
間
の
移
動
が

絶
え
間
な
く
起
こ
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
お
互
い
に
な
じ
み

の
薄
い
者
ど
う
し
が
社
会
関
係
を
取
り
結
び
な
が
ら
生
活
を
営
ん
で

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
び
と
の
移
動
に
伴
う
こ
う
し
た
社
会

の
構
成
メ
ン
バ
ー
の
恒
常
的
な
入
れ
替
わ
り
は
、
固
定
的
な
社
会
成

員
に
よ
る
定
住
型
社
会
と
比
較
す
る
と
、
都
市
に
お
け
る
人
間
関
係

や
社
会
環
境
を
不
安
定
で
常
に
変
化
に
さ
ら
さ
れ
や
す
い
も
の
と
す

る
。
こ
の
よ
う
な
近
代
大
都
市
の
新
た
な
社
会
状
況
は
、
よ
そ
者
に

(2
)
 

関
す
る
新
し
い
問
題
群
を
現
出
さ
せ
る
。

本
稿
で
取
り
扱
う
ジ
ン
メ
ル
に
よ
る
よ
そ
者
の
概
念
規
定
は
、
こ

の
よ
う
な
よ
そ
者
を
め
ぐ
る
諸
状
況
を
説
明
す
る
た
め
の
分
析
枠
組

と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。
ジ
ン
メ
ル
は
、
一
九

0
八
年
に
上

梓
し
た
『
社
会
学
』
の
第
九
章
の
補
説
「
よ
そ
者
に
つ
い
て
の
補
説
」

に
お
い
て
、
よ
そ
者
の
社
会
学
的
分
析
の
た
め
の
基
礎
的
な
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
プ
を
提
起
し
た
。

D
.
N
・
レ
ヴ
ィ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
こ
の
ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
概
念
は
、
あ
る
社
会
集
団
の
外
部
か

ら
や
っ
て
来
た
人
々
が
「
そ
こ
に
固
有
で
な
い
も
の
を
集
団
特
性
に

持
ち
込
む
時
に
何
が
起
こ
る
か
」

(
L
e
v
i
n
e
,
1
9
8
5
:
 8
8
)

と
い
う

問
い
に
つ
い
て
、
斬
新
な
視
点
と
考
察
内
容
を
提
供
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

以
下
の
考
察
で
は
、
ま
ず
ジ
ン
メ
ル
が
そ
の
概
念
規
定
に
お
い
て

参
照
し
た
歴
史
的
諸
事
例
を
概
観
し
た
上
で
、
彼
の
よ
そ
者
論
の
要

点
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
論
を
批
判
的

に
継
承
し
た
ウ
ッ
ド
の
主
張
に
触
れ
な
が
ら
、
ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者

論
の
意
義
と
射
程
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
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よ
そ
者
の
到
来
と
ホ
ス
ト
社
会
の
応
対

歴
史
的
事
例
か
ら

（
一
）
古
代
社
会
に
お
け
る
よ
そ
者
の
位
置
づ
け

こ
こ
で
は
ま
ず
、
近
代
以
前
の
諸
社
会
に
お
け
る
よ
そ
者
が
ど
の

よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
か
を
概
観
し
、
ジ
ン
メ
ル
の
問
題
提
起
の

前
提
と
な
る
議
論
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

E
・
テ
ィ
リ
ヤ
キ
ア
ン
は

古
代
社
会
に
お
け
る
よ
そ
者
の
社
会
的
地
位
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。



古
代
社
会
に
お
い
て
よ
そ
者
は
典
型
的
に
市
民
的
地
位
を
欠
く
者
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
に
と

っ
て
共
通
の
市
民
権
を
欠
く
者
と
い
う
地

位
を
持
っ
た
。
彼
は
侵
入
者
で
あ
り
、
異
国
人
で
あ
っ
た
。
よ
そ
者
は
敵

と
み
な
さ
れ
た
り
同
一
視
さ
れ
た
り
し
、
彼
に
よ
っ
て
敵
対
的
な
精
神
が

も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
人
々
が
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
で
、
彼
は
潜
在
的
な
無

秩
序
や
混
乱
の
源
泉
と
し
て
こ
こ
に
体
験
さ
れ
た
。
彼
は
そ
の
湯
で
根
絶

や
し
に
さ
れ
る
か
、
礼
儀
正
し
さ
や
敬
意
の
形
を
と
る
か
も
知
れ
な
い
よ

う
な
極
端
な
慎
重
さ
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

(T
5
r娑

ig」
1
9
7
3
:
4
8

ー

4
9
)

メ
ン
バ
ー
が
固
定
的
で
た
が
い
に
同
質
的
で
あ
る
よ
う
な
閉
鎖
性

の
高
い
社
会
集
団
に
お
い
て
、
素
性
の
知
れ
な
い
よ
そ
者
の
到
来
は
、

し
ば
し
ば
警
戒
や
敵
視
、
お
よ
び
排
斥
と
い
う
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
引

き
起
こ
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て

w
.
G
・
サ
ム
ナ
ー
は
、
「
よ
そ
も

の
や
他
者
の
集
団
と
の
関
係
は
、
相
互
の
協
約
が
そ
れ
を
和
ら
げ
る

こ
と
を
し
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
戦
争
や
略
奪
の
関
係
に
あ
る
」

(
S
u
m
n
e
r
,
 19

5
9
:
 1
2
 1
1
-十
や
七
五
~
ニO
)
と
述
べ
て
い
る
。
と

い
う
の
も
、
「
わ
れ
わ
れ
集
団
内
に
お
け
る
同
志
の
交
わ
り
や
平
和

の
関
係
と
、
他
者
の
集
団
に
た
い
す
る
敵
意
と
闘
争
と
の
関
係
は
、

相
互
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る
」
(
S
日
目
er
,1
9
5
9
:
 1
2
 1
1

一
九
七
五
~

二
―
)
た
め
に
、
「
集
団
へ
の
忠
誠
、
そ
の
た
め
の
犠
牲
、
外
部
の

者
に
た
い
す
る
憎
し
み
、
内
部
に
対
す
る
兄
弟
の
愛
情
、
外
部
の
者

に
た
い
す
る
好
戦
性
等
々
が
同
じ
状
況
か
ら
と
も
に
生
ま
れ
た
も
の

と
し
て
、
す
べ
て
一
緒
に
成
長
す
る
」

(
S
日
目
er
,
1
9
5
9
:
 1
2
 1
1
-

九
七
五
こ
一

O
)
か
ら
で
あ
る
。
集
団
内
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
異

質
性
の
高
い
よ
そ
者
を
排
斥
す
る
こ
と
は
、
そ
の
内
部
の
秩
序
に
不

安
を
も
た
ら
す
可
能
性
の
あ
る
者
を
排
除
す
る
と
い
う
直
接
的
な
目

的
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
こ
と
が
社
会
的
統
合
や
情
緒
的
一
体

感
の
強
化
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
よ
そ
者
は
歴
史
的
に
見
て
も
し
ば
し
ば
社
会
的
に

排
除
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
彼
ら
が
ホ
ス
ト
社
会
に
お

い
て
自
ら
の
居
場
所
を
得
る
に
は
、
外
部
か
ら
何
ら
か
の
利
益
を
も

た
ら
す
よ
う
な
者
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
よ
そ
者

が
ホ
ス
ト
社
会
に
混
乱
や
危
害
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う

(3) 

こ
と
を
認
め
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
よ
そ
者
が

比
較
的
容
易
に
そ
の
社
会
的
地
位
や
生
活
甚
盤
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
交
易
や
金
融
業
と
い
っ
た
経
済
分
野
に
お
い
て
で
あ
っ

(4
)
 

た
。
と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
古
く
か
ら
こ
れ
ら
の
職
業
に

従
事
し
て
き
た
の
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
れ
を
通
じ
て
キ

リ
ス
ト
教
圏
の
社
会
へ
の
定
着
の
足
が
か
り
と
し
て
い
っ
た
。
ジ
ン

メ
ル
は
こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
事
例
か
ら
多
く
の
着
想
を
得
な
が
ら
、
独

自
の
よ
そ
者
観
を
練
り
上
げ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

（
二
）
よ
そ
者
の
定
住
と
社
会
的
地
位

I
應
莱
金
屋
に
従
事
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
事
例
よ
り

よ
そ
者
が
ホ
ス
ト
社
会
に
そ
の
ま
ま
定
着
し
て
そ
の
一
員
と
し
て

生
活
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
、
先
の
テ
ィ
リ
ヤ
キ
ア
ン
の
言
及
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に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
集
団
の
メ
ン
バ
ー
と
同
等
の
「
市
民

的
地
位
」
や
「
市
民
権
」
を
持
た
な
い
者
で
あ
っ
た
。
ジ
ン
メ
ル
は
、

よ
そ
者
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
限
定
性
が
最
も
よ
く
現
わ
れ
た
も
の

と
し
て
、
よ
そ
者
が
「
そ
の
性
質
よ
り
し
て
け
っ
し
て
土
地
所
有
者

で
は
な
い
」

(
S
i
m
m
e
l
,
1
9
9
2
 :
 7
6
6
 1
1

一
九
九
四
＂
下
二
八
七
）

と
い
っ
た
財
産
の
所
有
形
態
の
制
限
を
挙
げ
て
い
る
。
土
地
を
持
つ

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
伴
う
政
治
や
軍
事
へ
の

参
加
、
農
耕
な
ど
に
よ
る
食
糧
生
産
へ
の
従
事
な
ど
に
お
い
て
決
定

的
に
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
に
「
も
と
も
と
経
済
的
な
地
位
が
す
で
に
占
有
さ
れ
て

い
る
圏
へ
い
わ
ば
定
員
外
の
も
の
と
し
て
入
り
込
ん
で
く
る
」

(
S
i
m
m
e
l
,
 

1
9
9
2
 :
 7
6
6
 1
1

一
九
九
四
＂
下
二
八
六
）
よ
う
な
よ
そ

者
が
、
ホ
ス
ト
社
会
に
お
い
て
自
身
の
生
活
基
盤
と
居
場
所
を
獲
得

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
先
述
の
よ
う
に
商
業
な
ど
の
経
済
分
野

で
あ
っ
た
。
周
知
の
と
お
り
、
ジ
ン
メ
ル
は
集
団
外
か
ら
や
っ
て
き

て
定
着
す
る
よ
そ
者
の
生
業
の
典
型
例
と
し
て
仲
介
商
人
を
挙
げ

る
。
商
人
は
元
来
、
様
々
な
地
域
の
生
産
物
を
携
え
て
移
動
す
る
存

在
（
行
商
人
）
で
あ
っ
た
。
ジ
ン
メ
ル
に
よ
る
と
、
ホ
ス
ト
社
会
が

「
ま
っ
た
＜
圏
の
外
部
で
生
産
さ
れ
る
生
産
物
」
を
必
要
と
す
る
と

き
に
、
そ
れ
ら
を
集
団
内
へ
と
持
ち
込
む
と
い
う
役
割
が
大
き
な
意

味
を
も
ち
始
め
、
そ
こ
で
よ
そ
者
が
仲
介
商
人
と
し
て
そ
れ
ら
に
従

事
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ホ
ス
ト
社
会
内
に
定
着
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
た
と
い
う

(
S
i
m
m
e
l
,
1
9
9
2
:
 7
6
6
 11

一
九
九
四
＂
下
二
八

六
）
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
ら
が
外
来
者
で
あ
る
こ
と
の
利
点
を
活
か

し
な
が
ら
外
部
の
生
産
物
を
持
ち
込
む
こ
と
で
利
益
を
も
た
ら
す
者

で
あ
る
と
い
う
認
知
を
ホ
ス
ト
社
会
側
に
促
す
と
と
も
に
、
土
地
の

所
有
に
よ
ら
ず
し
て
彼
ら
に
収
入
源
の
確
保
と
富
の
蓄
積
を
可
能
に

す
る
点
で
、
よ
そ
者
の
定
着
と
社
会
的
地
位
の
確
立
に
と

っ
て
決
定

的
に
重
要
で
あ
っ
た
。

ま
た
ジ
ン
メ
ル
は
、
交
易
と
と
も
に
よ
そ
者
に
と
っ
て
典
型
的
な

も
う
ひ
と
つ
の
職
業
と
し
て
、
同
じ
経
済
領
域
に
お
け
る
金
融
家
を

挙
げ
る
。
土
地
に
基
づ
い
た
生
産
に
よ
ら
ず
し
て
価
値
を
生
み
出
す

も
う
―
つ
の
方
法
と
し
て
、
貨
幣
を
専
門
的
に
取
り
扱
う
者
と
し
て

金
融
業
に
従
事
す
る
形
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
貨
幣
は
、
土
地
を

所
有
す
る
時
と
は
違
っ
て
そ
の
所
有
者
の
資
質
を
問
わ
な
い
が
た
め

に
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
よ
う
に
ホ
ス
ト
社
会
の
メ
ン
バ
ー
と
の
緊
密
な
結

び
つ
き
か
ら
排
除
さ
れ
な
が
ら
集
団
内
に
存
在
し
て
い
る
者
の
生
計

手
段
や
財
の
所
有
方
法
と
な
り
え
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
交
易
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
貨
幣
の
「
輸
送
可
能
性

と
集
団
の
限
界
を
こ
え
る
使
用
可
能
性
」

(
S
i
m
m
e
l
,
1
9
8
9
:
 2
8
5
 

II

一
九
九
九
二
三
八
）
は
よ
り
威
力
を
発
揮
し
、
富
の
蓄
積
や
取

引
時
の
支
払
い
手
段
と
し
て
貨
幣
は
ま
す
ま
す
そ
の
重
要
性
を
増
し

て
い
く
。
そ
う
し
た
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
の
中
に
あ
っ
て
、
空
間
的
に

は
近
く
に
い
な
が
ら
も
疎
遠
で
あ
る
よ
う
な
関
係
特
性
を
持
つ
よ
そ

者
は
、
ホ
ス
ト
社
会
の
内
部
の
誰
に
対
し
て
も
冷
静
か
つ
公
乎
な
態

度
を
も
っ
て
貨
幣
取
引
を
遂
行
す
る
と
い
う
、
金
融
家
に
求
め
ら
れ
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る
資
質
を
満
た
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
よ
そ
者
は
、
ホ
ス
ト
社
会
内

の
「
具
体
的
な
利
害
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
団
と

の
金
融
へ
と
向
け
ら
れ
た
」

(
S
i
m
m
e
l
,
1
9
8
9
 :
 2
8
8
 1
1

一
九
九
九
~

(5
)
 

2
3
1
)

の
で
あ
る
。

本
節
で
は
よ
そ
者
に
関
す
る
歴
史
的
諸
事
例
を
概
観
し
た
が
、
そ

こ
で
の
よ
そ
者
は
ホ
ス
ト
社
会
に
お
い
て
不
完
全
な
メ
ン
バ
ー
シ
ッ

プ
と
権
利
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
限
を
課
せ
ら
れ
た
存
在
と
し
て
描
か

れ
て
お
り
、
実
際
に
多
く
の
場
合
そ
う
で
あ
っ
た
。
ジ
ン
メ
ル
は
、

そ
れ
ら
の
中
か
ら
よ
そ
者
な
ら
で
は
の
生
業
に
従
事
し
な
が
ら
「
定

員
外
」
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
定
着
し
、
よ
そ
者
で
あ
る
こ
と
が
積
極

的
な
意
味
を
も
た
ら
し
て
い
る
よ
う
な
い
く
つ
か
の
事
例
か
ら
示
唆

を
得
て
、
よ
そ
者
の
概
念
規
定
を
行
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ジ
ン
メ
ル
に
よ
る
よ
そ
者
の
概
念
規
定

ジ
ン
メ
ル
は
よ
そ
者
を
「
今
日
訪
れ
来
て
明
日
去
り
行
く
放
浪
者
」

で
は
な
く
、
「
今
日
訪
れ
て
明
日
も
と
ど
ま
る
者
」
で
あ
り
、
「
旅
は

続
け
は
し
な
い
に
し
て
も
来
訪
と
退
去
と
い
う
離
別
を
完
全
に
は
克

服
し
て
い
な
い
者
」
、
す
な
わ
ち
「
潜
在
的
な
放
浪
者
」
と
し
て
位

置
づ
け
て
い
る

(
S
i
m
m
e
l
,
1
9
9
2
 :
 7
6
4
 -
7
6
5
 11

一
九
九
四
二
下

ニ
八
五
）
。
彼
に
よ
る
と
よ
そ
者
は
、
社
会
集
団
の
内
部
に
お
い
て

「
そ
こ
に
は
由
来
せ
ず
、
ま
た
由
来
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
性
質
を

そ
こ
へ
も
た
ら
す
」

(
S
i
m
m
e
l
,
1
9
9
2
 :
 7
6
6
 11

一
九
九
四
ニ
下
ニ

八
七
）
こ
と
、
す
な
わ
ち
遠
く
に
あ
る
も
の
を
近
づ
け
る
よ
う
な
役

割
を
果
た
す
。
ま
た
、
よ
そ
者
は
あ
る
社
会
空
間
に
お
い
て
「
個
々

•••• の
あ
ら
ゆ
る
要
素
と
接
触
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
し
か
し
血
縁
的
、

地
縁
的
、
職
業
的
な
定
着
化
に
よ
っ
て
個
々
の
要
素
と
有
機
的
に
結

．．．．．． 

び
つ
く
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
」

(
S
i
m
m
e
l
,
1
9
9
2
 :
 7
6
6
 11

一
九

九
四
ニ
下
二
八
七
）
た
め
に
、
集
団
内
に
お
い
て
近
く
に
い
る
人
や

物
に
対
し
て
一
定
の
距
離
や
疎
遠
さ
を
保
ち
な
が
ら
関
わ
る
よ
う

な
、
独
特
の
社
会
的
位
置
を
占
め
る
者
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
よ

そ
者
の
特
徴
を
ジ
ン
メ
ル
は
「
移
動
性
」
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
説
明
に

際
し
て
は
、
「
近
さ
と
遠
さ
の
総
合
」

(
S
i
m
m
e
l
,
1
9
9
2
 :
 7
6
6
 1
1
-

九
九
四
二
下
二
八
七
）
と
い
っ
た
距
離
の
メ
タ
フ
ァ
ー
が
用
い
ら
れ

る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
よ
そ
者
に
典
型
的
な
職
業
と
し

て
言
及
さ
れ
る
仲
介
商
人
は
、
遠
く
の
も
の
を
近
づ
け
る
（
距
離
の

克
服
）
と
い
う
関
係
特
性
に
よ
っ
て
、
ま
た
金
融
家
や
仲
裁
者
の
場

合
は
、
近
く
の
も
の
と
一
定
の
距
離
と
と
も
に
関
係
を
持
つ
（
距
離

の
設
定
）
と
い
う
よ
そ
者
特
有
の
性
質
に
基
づ
い
て
役
割
を
遂
行
す

る
者
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
よ
そ
者
の
社
会
的
特
性
は
、
さ
ら
に
「
客
観
性
」
と

い
う
言
葉
で
言
い
換
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
よ
そ
者
は
「
根
底
か
ら

集
団
の
特
異
な
構
成
部
分
や
、
集
団
の
一
面
的
な
傾
向
へ
と
ら
わ
れ

て
は
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
に
『
客
観
的
』
と
い
う
特
別

な
態
度
で
立
ち
向
か
う
」

(
S
i
m
m
e
l,
1
9
9
2
 :
 7
6
6
 1
1

一
九
九
四
~

下
二
八
七
）
。
そ
し
て
こ
う
し
た
よ
そ
者
の
客
観
的
な
態
度
は
「
た
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ん
な
る
距
離
と
無
関
与
」
で
は
な
く
て
、
「
遠
離
と
近
接
、
無
関
心

と
関
与
か
ら
な
る
特
別
な
構
成
で
あ
る
」

(
S
i
m
m
e
l
,

1
9
9
2
 :
 7
6
6
 7
6
7
 1
1
-＋
八
十
ユ
四
~
下
＇
二
八
七
）
と
ジ
ン
メ
ル
は
言
う
。

こ
の
よ
う
に
集
団
内
の
諸
要
素
と
一
定
の
距
離
と
と
も
に
関
わ
る
よ

そ
者
は
、
集
団
内
の
事
情
に
通
じ
な
が
ら
も
そ
こ
で
の
利
害
関
係
の

拘
束
か
ら
自
由
で
あ
る
た
め
に
、
物
事
を
冷
静
か
つ
公
平
に
見
極
め

る
こ
と
が
で
き
る
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
つ

て
の
イ
タ
リ
ア
の
都
市
に
お
い
て
「
家
族
の
利
害
と
党
派
へ
の
か
か

わ
り
合
い
」
か
ら
自
由
で
あ
る
た
め
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
外
国
人
裁

判
官
の
例
の
よ
う
に
、
よ
そ
者
が
利
害
対
立
の
関
係
に
あ
る
成
員
同

士
の
仲
介
役
や
裁
定
役
を
演
じ
た
り
、
よ
き
相
談
者
と
し
て
「
驚
く

べ
き
率
直
さ
と
告
白
が
、
い
っ
さ
い
の
近
い
関
係
者
に
は
慎
重
に
保

留
さ
れ
る
ざ
ん
げ
の
性
格
へ
達
す
る
ま
で
に
示
さ
れ
る
」

(
S
i
m
,
 

m
e
l
,
 19

9
2
 :
 7
6
7
 1
1

一
九
九
四
~
下
二
八
七
）
の
は
、
こ
う
し
た
よ

そ
者
の
「
客
観
性
」
と
い
う
性
質
に
基
づ
く
と
ジ
ン
メ
ル
は
述
べ
て

い
る
。こ

の
よ
う
に
よ
そ
者
は
、
集
団
内
の
社
会
関
係
に
お
け
る
中
立
性

や
不
偏
不
党
性
に
よ
っ
て
そ
の
社
会
の
内
部
者
か
ら
の
信
頼
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
同
じ
こ
と
は
集
団
内
の
諸
事
象
へ
と
向
け
ら
れ

る
よ
そ
者
の
ま
な
ざ
し
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
。
「
よ
そ
者
の
客

観
性
を
ま
た
自
由
と
よ
ぶ
こ
と
も
で
き
る
」

(
S
i
m
m
e
l
,
1
9
9
2
 :
 7
6
7
 

II
一
九
九
四
ニ
ト
ニ
八
八
）
と
ジ
ン
メ
ル
は
言
う
。
客
観
的
な
人
間

と
し
て
の
よ
そ
者
は
、
「
実
践
的
に
も
理
論
的
に
も
よ
り
自
由
な
人

間
で
あ
り
、
彼
は
状
況
を
よ
り
偏
見
な
く
見
渡
し
、
そ
れ
を
よ
り
普

遍
的
よ
り
客
観
的
な
理
想
で
判
定
し
、
し
た
が
っ
て
行
為
に
お
い
て

習
慣
や
忠
誠
や
先
例
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
」

(
S
i
m
m
e
l
,

1
9
9
2
:
 7
6
7
 1
1
-十
ゃ
九
四
~
下
二
八
八
）
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
よ

そ
者
が
集
団
内
の
権
力
関
係
や
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

物
事
を
冷
静
か
つ
公
平
な
視
点
で
見
る
こ
と
、
そ
し
て
諸
対
象
と
一

定
の
距
離
を
保
ち
な
が
ら
、
全
体
的
な
視
野
か
ら
も
の
を
見
渡
す
こ

と
が
で
き
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
よ

そ
者
の
ま
な
ざ
し
は
、
彼
ら
を
し
て
「
近
接
関
係
さ
え
も
鳥
の
視
座

か
ら
の
よ
う
に
体
験
さ
せ
、
取
り
扱
わ
せ
る
」

(
S
i
m
m
e
l
,

1
9
9
2
:
 7
6
7
 1
1

-
+
八
十d四
~
下
二
八
八
）
こ
と
と
な
る
。

最
後
に
、
よ
そ
者
を
特
徴
づ
け
る
「
近
接
と
遠
隔
と
の
割
合
」
に

対
す
る
「
実
践
的
な
表
現
」
と
し
て
、
よ
そ
者
を
め
ぐ
る
諸
関
係
の

．．．． 

「
抽
象
的
な
本
質
」

(
S
i
m
m
e
l
,
1
9
9
2
 :
 7
6
8
 11

一
九
九
四
ニ
ト
ニ
八

八
、
強
調
原
著
者
）
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
ジ
ン
メ
ル
は
言
う
。
「
す

な
わ
ち
有
機
的
に
結
合
し
て
い
る
人
び
と
へ
の
関
係
は
、
た
ん
な
る

普
遍
的
な
も
の
に
た
い
す
る
特
殊
な
差
異
の
同
等
性
に
も
と
づ
い
て

い
る
の
に
、
人
び
と
は
よ
そ
者
と
は
た
ん
に
一
定
の
普
遍
的
な
性
質

の
み
を
共
通
に
も
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
見
い
だ
す
の
で
あ

る」

(
S
i
m
m
e
l
,
1
9
9
2
 :
 7
6
8
 11

一
九
九
四
ニ
ト
ニ
八
八
）
。
こ
こ
で

の
記
述
は
、
集
団
内
部
の
人
び
と
の
「
同
質
性
」
と
よ
そ
者
の
「
異

質
性
」
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
集
団
内
の
メ
ン
バ
ー
の
「
同
質

性
」
は
、
一
人
ひ
と
り
を
見
る
と
そ
こ
に
は
「
個
人
的
な
差
異
」
が
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見
ら
れ
る
が
、
同
時
に
彼
ら
は
「
対
外
的
に
は
特
殊
的
で
あ
り
比
類

の
な
い
も
の
で
あ
る
」
よ
う
な
、
集
団
内
の
諸
要
素
の
「

一
定
の
共

通
性
」
を
持
っ
て
い
る

(
S
i
m
m
e
l
,
1
9
9
2
 :
 7
6
8
 11

一
九
九
四
ニ
ト

ニ
八
八
ー
ニ
八
九
）
。
そ
れ
に
対
し
て
よ
そ
者
は
そ
の
よ
う
な
「
共

通
性
」
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
「
一
般
に
集
団
あ
る
い
は
類
型

も
し
く
は
人
類
に
共
通
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
諸
要
素
そ
の
も
の
の
感

覚
に
と

っ
て
も
そ
れ
ら
に
共
通
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
よ
う
な
「
普

遍
的
な
性
質
」

(
S
i
m
m
e
l
,
1
9
9
2
 :
 7
6
8
 1
1

一
九
九
四
二
下
二
八
九
）

の
み
し
か
共
有
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
と
し
て
最
も
一
般
的
、

普
遍
的
な
特
性
以
外
に
よ
そ
者
と
の
共
通
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
点
を
、

ジ
ン
メ
ル
は
よ
そ
者
の
「
抽
象
的
本
質
」
と

呼
び
、
そ
れ
に
よ

っ
て
よ
そ
者
は
し
ば
し
ば
「
遠
い
」
存
在
、
あ
る

い
は
「
異
質
」
な
存
在
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
ジ

ン
メ
ル
に
と

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
よ
そ
者
の

「抽
象
性
」

は
ホ
ス
ト
社
会
の
メ
ン
バ
ー
と
の
関
係
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
や
、

よ
そ
者
の
孤
立
状
態
を
意
味
し
な
い
。
彼
に
よ
る
と
「
疎
遠
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
も
と
よ
り
ま
っ
た
＜
積
極
的
な
関
係
で
あ
り
、
特

別
な
相
互
作
用
形
式
で
あ
る
」
（
S
i
m
m
e
l
,
1
9
9
2
 :
 7
6
5
 11

一
九
九

四
二
下
二
八
五
）
の
で
あ
っ
て
、
よ
そ
者
は
異
質
性
を
持
ち
な
が
ら

も
社
会
の
構
成
員
と
し
て
つ
な
が

っ
て
い
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
よ
そ
者
を
め
ぐ
る
諸
関
係
の
抽
象
的
性
格
、
す
な
わ

ち
も

っ
と
も

一
般
的
な
要
素
に
お
い
て
の
み
集
団
内
の
メ
ン
バ
ー
や

事
物
と
関
係
を
も

つ
と
い
う
社
会
関
係
上
の
特
徴
は
、
先
ほ
ど
に
見

た
よ
う
な
交
易
や
金
融
業
な
ど
の
社
会
的
役
割
を
担
う
に
あ
た
っ
て

重
要
な
意
味
を
持
つ
。
例
え
ば
、
彼
ら
は
商
品
の
個
別
的
な
特
性
、

生
産
者
や
財
の
所
有
者
の
意
向
に
左
右
さ
れ
ず
に
、
あ
る
い
は
そ
れ

ら
へ
の
無
関
心
な
態
度
と
と
も
に
取
引
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
と

い
う
の
も
よ
そ
者
は
、
集
団
内
の
誰
よ
り
も
、
諸
事
物
の
個
別
性
や

社
会
集
団
に
お
け
る
利
害
関
係
か
ら
一
定
の
距
離
を
取
り
な
が
ら
、

貨
幣
な
ど
を
介
し
た
抽
象
的
で
一
般
的
な
関
係
の
み
を
取
り
結
ぶ
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
そ
者
は
、
数
多
く
の
事
物
や
取
引
相

手
と
関
係
を
持
ち
、
流
通
や
金
融
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
を
視
野
に

納
め
な
が
ら
、
交
易
や
経
済
的
な
取
引
の
仲
介
者
と
し
て
の
役
割
を

遂
行
し
、
ホ
ス
ト
社
会
の
内
部
で
の
彼
ら
の
存
在
意
義
を
高
め
る
の

で
あ
る
。

ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
概
念
の
社
会
学
的
意
義

以
上
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ジ
ソ
メ
ル
に
よ

っ
て
提
起
さ
れ
た

よ
そ
者
の
諸
特
性
を
、
「
移
動
性
」
、
「
客
観
性
」
、
「
信
用
」
、
「
自
由
」
、

「
公
平
さ
」
、
「
抽
象
的
性
格
」
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
と
も
に
確
認

し
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
に
関
す
る
概

念
規
定
の
意
義
を
ど
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

L
•
D

．
ハ
ー
マ
ン
は
、
「
ジ
ン
メ
ル
の
強
み
は
、
世
界
の
内
側

に
よ
そ
者
の
た
め
の
場
所
を
つ
く

っ
た
こ
と
」

(
H
a
r
m
a
n
,

1
9
8
8
:
 1
7
)

に
あ

っ
た
と
評
価
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
ジ
ン
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メ
ル
の
よ
そ
者
論
の
第
一
の
意
義
は
、
彼
が
よ
そ
者
と
い
う
人
間
存

在
を
、
集
団
内
の
構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
た
こ
と

に
あ
る
。
「
よ
そ
者
は
集
団
そ
の
も
の
の
要
素
で
あ
り
、
貧
者
や
多

様
な
『
内
部
の
敵
』
そ
の
集
団
に
お
け
る
内
在
的
な
部
分
的
な

地
位
が
同
時
に
集
団
の
外
部
と
集
団
と
の
対
立
と
を
含
ん
で
い
る
要

素
で
あ
る
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
」

(
S
i
m
m
e
l
,
1
9
9
2
 :
 7
6
5
 

II

一
九
九
四
二
下
二
八
五
ー
ニ
八
六
）
と
い
う
ジ
ン
メ
ル
の
言
葉
に

も
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
よ
そ
者
は
、
集
団
の
中
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
「
外
部
者
」
で
は
な
く
、
そ
の
集
団
外
的
な
特
性
に
よ
る
内
部

者
と
の
対
立
要
素
を
含
み
な
が
ら
も
、
不
完
全
で
は
あ
る
が
一
定
の

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
有
し
、
一
定
の
社
会
的
地
位
と
役
割
を
占
め
る

「
内
部
者
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

し
か
も
ジ
ン
メ
ル
は
、
仲
介
商
人
、
金
融
家
、
外
国
人
判
事
な
ど

の
例
示
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
通
常
は
よ
そ
者
の
社
会
的
地
位
の
低

さ
の
原
因
と
し
て
説
明
さ
れ
る
諸
特
性
を
、
よ
そ
者
に
よ
る
集
団
内

の
メ
ン
バ
ー
に
は
な
し
え
な
い
よ
う
な
役
割
遂
行
を
可
能
と
す
る
要

因
と
し
て
積
極
的
に
評
価
す
る
。
彼
は
、
集
団
の
中
で
排
除
さ
れ
虐

げ
ら
れ
た
者
と
し
て
認
識
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
よ
そ
者
を
、
異
質
な

も
の
や
対
立
関
係
に
あ
る
も
の
を
架
橋
す
る
仲
介
者
や
、
集
団
内
で

は
し
ば
し
ば
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
諸
点
を
見
通
す
鋭
い
ま
な
ざ
し
を

も
つ
観
察
者
な
ど
の
、
積
極
的
な
人
間
類
型
と
し
て
描
き
出
し
た
の

で
あ
る
。

そ
し
て
、

ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
概
念
の
も
う
―
つ
の
意
義
は
、

「
近
さ
と
遠
さ
の
総
合
」
と
い
う
表
現
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
よ
そ

者
と
ホ
ス
ト
社
会
の
メ
ン
バ
ー
と
の
間
の
独
特
の
関
係
特
性
を
距
離

の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
て
描
き
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
遠
く
の
も
の

に
対
し
て
親
密
で
あ
る
と
と
も
に
、
近
く
の
も
の
に
対
し
て
は
疎
遠

で
あ
る
と
い
う
「
親
密
さ
と
疎
遠
さ
」
、
遠
く
の
も
の
を
近
づ
け
る

と
と
も
に
近
く
の
も
の
を
遠
ざ
け
る
と
い
う
「
近
接
化
と
距
離
化
」
、

あ
る
い
は
集
団
内
の
す
べ
て
の
要
素
に
対
し
て
一
定
の
距
離
を
保
ち

な
が
ら
関
係
を
持
ち
う
る
よ
う
な
「
関
与
と
無
関
与
」
な
ど
の
対
比

に
基
つ
き
な
が
ら
、
ジ
ン
メ
ル
は
よ
そ
者
が
こ
れ
ら
の
対
立
項
を
併

せ
持
つ
存
在
で
あ
る
と
し
て
、
よ
そ
者
独
特
の
社
会
的
な
地
位
や
役

割
の
諸
特
性
を
説
明
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
近
さ
と
遠

さ
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
に
基
づ
い
た
ジ
ン
メ
ル
の
説
明
図
式
は
、
よ

そ
者
を
め
ぐ
る
社
会
的
諸
関
係
を
考
察
す
る
際
の
重
要
な
分
析
的

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
プ
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
概
念
の
意
義
は
、

(
i
)
社
会

集
団
内
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
よ
そ
者
と
い
う
新
し
い
人
間
類
型
の

提
示
、
そ
し
て

(
"
1
1
)

「
近
さ
と
遠
さ
の
総
合
」
と
い
っ
た
距
離
の

メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
る
、
よ
そ
者
の
諸
特
性
や
社
会
関
係
の
説
明
原
理

の
提
示
と
い
う
二
点
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
こ
で

同
時
に
、
ジ
ン
メ
ル
の
概
念
規
定
に
お
け
る
問
題
点
と
し
て
、
こ
れ

ら
二
つ
の
問
題
領
域
の
論
理
的
整
合
性
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
。

次
節
で
み
る
よ
う
に
、
ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
論
に
は
、
彼
が
想
定
し

て
い
た
よ
そ
者
の
人
間
類
型
と
、
そ
の
説
明
原
理
と
し
て
の
距
離
概
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念
（
「
近
さ
と
遠
さ
の
総
合
」
）
の
射
程
に
麒
翻
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

四
よ
そ
者
概
念
の
批
判
的
継
承

|
M
.
M
・
ウ
ッ
ド
に
よ
る
概
念
の
再
規
定

（
一
）
ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
概
念
の
問
題
点

ジ
ン
メ
ル
は
一
方
で
、
よ
そ
者
を
一
定
の
「
近
さ
と
遠
さ
」
を
併

せ
持
つ
者
と
し
て
捉
え
て
い
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
そ
の
説
明
原
理

で
あ
る
「
近
さ
と
遠
さ
の
総
合
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
組
み
合
わ
せ
と
適
用
範
囲
の
広
さ
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
以
下
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ジ
ン
メ
ル
自
身

も
自
覚
的
で
あ
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
が
よ
そ
者
と
わ
れ
わ
れ
と
の
あ
い
だ
に
国
民
的
あ
る
い
は
社

会
的
な
、
職
業
的
あ
る
い
は
一
般
に
人
間
的
な
性
質
を
も
つ
同
等
性
を
感

じ
る
か
ぎ
り
、
よ
そ
者
は
わ
れ
わ
れ
に
近
い
。
こ
の
同
等
性
が
彼
と
わ
れ

わ
れ
と
を
こ
え
て
、
一
般
に
き
わ
め
て
多
く
の
者
を
結
び
付
け
る
が
ゆ
え

に
わ
れ
わ
れ
と
彼
と
を
結
び
つ
け
る
に
す
ぎ
な
い
か
ぎ
り
、
彼
は
わ
れ
わ

れ
に
は
疎
遠
で
あ
る
。
」
(
S
i
m
m
e
l
,1
9
9
2
 :
 7
6
9
 11

一
九
九
四
＂
下
二
八
九
）

こ
の
よ
う
に
、
よ
そ
者
の
諸
特
性
を
「
近
さ
と
遠
さ
」
の
独
特
の

組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
説
明
す
る
ジ
ン
メ
ル
の
立
論
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
極
に
位
置
す
る
よ
う
な
よ
そ
者
像
を
想
定
す
る
こ
と
が
理
論
的

に
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
の
極
に
は
社
会
的
に
不
利
な
立

場
へ
と
お
か
れ
、
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
「
距
離
化
」

さ
れ
る
よ
そ
者
、
そ
し
て
他
方
の
極
に
は
次
第
に
新
し
い
社
会
へ
と

順
応
し
、
不
完
全
な
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
状
況
を
克
服
し
て
他
の
メ
ソ

バ
ー
と
同
じ
仲
間
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
に
至
る
よ
う
な
「
近
接
化
」

す
る
よ
そ
者
を
配
置
し
、
そ
の
間
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
度
合
い
の
「
近

さ
と
遠
さ
」
を
有
す
る
よ
そ
者
の
諸
類
型
を
想
定
し
う
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
気
づ
く
こ
と
は
、
よ
そ
者
概
念
の
説
明
図
式
と

し
て
の
「
近
さ
と
遠
さ
の
総
合
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
の
適
用
範
囲
の

．．
 広

さ
は
、
よ
そ
者
に
関
す
る
補
説
の
冒
頭
で
ジ
ン
メ
ル
が
提
示
し
た
、

一
定
の
「
近
さ
と
遠
さ
」
を
併
せ
持
つ
よ
う
な
よ
そ
者
観
を
大
き
く

越
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ン
メ
ル
が
商
人

・

金
融
家
や
外
国
人
判
事
と
い
っ
た
具
体
的
な
例
示
で
示
そ
う
と
し
た

よ
そ
者
の
類
型
と
、
「
近
さ
と
遠
さ
」
の
理
論
的
な
汎
用
性
か
ら
考

え
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
人
間
類
型
の
多
様
さ
の
麒
甑
が
こ

こ
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。

先
の
引
用
で
確
認
し
た
よ
う
に
ジ
ン
メ
ル
は
、
「
近
さ
と
遠
さ
の

総
合
」
に
よ
る
説
明
図
式
の
汎
用
性
の
高
さ
に
は
気
づ
い
て
い
た
。

し
か
し
次
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
最
終
的
に
ジ
ン
メ
ル
は
「
近
さ

と
遠
さ
の
総
合
」
の
汎
用
性
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
の
厳
密
な
規
定

に
は
立
ち
入
ら
な
い
と
い
う
消
極
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

た
だ
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
地
位
の
独
特
の
統
一
性
を
、
そ
れ
が
あ
る
程
度

の
近
接
と
あ
る
程
度
の
遠
離
か
ら
合
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
程
度
は
何
ほ
ど

か
の
量
に
お
い
て
は
い

っ
さ
い
の
関
係
を
特
徴
づ
け
、
特
別
な
割
合
と
相
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互
の
緊
張
と
に
お
い
て
、
「
よ
そ
者
」
に
た
い
す
る
特
殊
な
形
式
的
関
係
を

生
む
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

(
S
i
m
m
e
l
,

1
9
9
2
:
 
771 1
1
-十
バ
九
四
~
下
二
九
一
）

こ
こ
で
の
ジ
ン
メ
ル
の
措
置
は
、
「
今
日
や
っ
て
来
て
明
日
も
と

ど
ま
る
者
」
、
「
潜
在
的
放
浪
者
」
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
た
よ
そ
者

の
人
間
類
型
の
方
を
優
先
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ

で
は
、
よ
そ
者
は
ホ
ス
ト
社
会
か
ら
見
て
「
近
い
」
と
同
時
に
「
遠

い
」
よ
う
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
言
い
換
え
れ
ば
「
遠
く
」

も
な
く
「
近
く
」
も
な
い
よ
う
な
、
内
部
者
と
外
部
者
の
中
間
に
位

置
す
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
よ
そ
者
で
あ
る
。
ジ
ン
メ
ル
は
「
近
さ
と

遠
さ
の
総
合
」
と
い
う
分
析
的
視
点
を
も
っ
ば
ら
こ
の
一
定
の
距
離

を
維
持
し
な
が
ら
集
団
と
関
わ
る
よ
う
な
よ
そ
者
へ
と
向
け
る
た
め

に
、
こ
の
論
考
に
お
い
て
は
そ
の
理
論
的
な
ア
イ
デ
ア
の
さ
ら
な
る

展
開
へ
は
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
論
に
内
在
す
る
問
題
点
と
し
て
、

人
間
類
型
と
し
て
ジ
ン
メ
ル
が
示
し
た
よ
そ
者
観
と
、
そ
の
説
明
の

た
め
に
提
唱
し
た
「
近
さ
と
遠
さ
」
の
モ
チ
ー
フ
に
よ
る
分
析
的
視

点
の
適
用
領
域
と
の
麒
甑
を
ど
の
よ
う
に
関
連
付
け
る
か
と
い
う
問

題
が
、
ジ
ン
メ
ル
以
降
の
論
者
の
検
討
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
こ
で
、
よ
そ
者
を
め
ぐ
る
初
期
の
言
説
に
お
い
て
こ

の
ジ
ン
メ
ル
の
立
論
の
問
題
点
を
い
ち
早
く
指
摘
し
、
ジ
ン
メ
ル
の

人
間
類
型
と
し
て
の
よ
そ
者
観
の
狭
さ
を
概
念
の
再
規
定
に
よ
っ
て

克
服
し
よ
う
と
試
み
た
の
が
、
ウ
ッ
ド
で
あ
っ
た
。

ウ
ッ
ド
に
よ
る
よ
そ
者
概
念
の
再
規
定

|
「
近
さ
と
遠
さ
」
の
可
変
性
と
多
様
な
よ
そ
者
観

ア
メ
リ
カ
人
の
社
会
学
者
・
人
類
学
者
で
あ
る
M
.
M
・
ウ
ッ
ド

は
、
一
九
三
四
年
に
発
表
し
た
『
よ
そ
者
I

社
会
的
諸
関
係
に
関
す

る
研
究
』

(
W
o
o
d
,
1
9
3
4
)

と
い
う
著
作
に
お
い
て
、
よ
そ
者
と

ホ
ス
ト
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
の
歴
史
的
事
例
、
お
よ
び
ラ
ド
ク
リ

フ
1
1

プ
ラ
ウ
ン
の
構
造
機
能
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
依
拠
し
な
が

ら
、
よ
そ
者
の
到
来
と
社
会
の
構
造
変
動
に
関
す
る
一
般
理
論
を
示

そ
う
と
し
た
。
こ
の
作
品
は
、
パ
ー
ク
に
よ
る
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ソ

有
な
ど
と
比
べ
る
と
同
時
代
的
な
反
響
は
決
し
て
大
き
く
な
か
っ
た

~
7ゴが

、
ジ
ン
メ
ル
以
降
の
よ
そ
者
論
を
論
評
し
よ
う
と
す
る
者
の
多
く

が
参
照
す
る
著
作
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
ウ
ッ
ド
が
行
っ
た
よ
そ

者
概
念
の
再
規
定
の
試
み
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

ウ
ッ
ド
は
、
よ
そ
者
が
有
す
る
「
近
さ
と
遠
さ
」
の
組
み
合
わ
せ

の
可
変
性
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
そ
者
と
い
う
人
間
類
型
に

は
ジ
ン
メ
ル
の
示
し
た
も
の
も
含
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。
以
下
の
引
用
に
は
、
こ
う

し
た
問
題
意
識
が
強
く
表
れ
て
い
る
。

（二）
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近
さ
と
遠
さ
、
親
密
さ
と
疎
遠
さ
の
独
特
の
布
置
が
よ
そ
者
の
関
係
を

特
徴
付
け
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
概
念
は
か
な
り

一
般

的
な
性
質
の
抽
出
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
し
た
関
係
の
い
か
な

る
具
体
的
な
例
に
も
適
用
す
る
仕
方
を
理
解
し
よ
う
と
望
む
な
ら
ば
、
よ

そ
者
が
集
団
に
近
い
か
遠
い
か
に
つ
い
て
の
特
別
な
観
点
や
、
こ
の
提
携



関
係
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
は
何
な
の
か
を
発
見
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
W
o
o
d
,
 

1
9
3
4
:
 2
5
0
)
 

こ
こ
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ジ
ン
メ
ル
に
よ
っ
て
「
近
さ
と

遠
さ
」
、
「
親
密
さ
と
疎
遠
さ
」
、
「
関
与
と
無
関
与
」
な
ど
の
対
立
項

の
共
在
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
よ
そ
者
概
念
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
両
極
の
間
の
ど
の
辺
り
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
ふ
ま
え
て

お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
そ
者
の
諸
類
型
に
見
ら
れ
る
特
徴
の
違
い

が
説
明
可
能
と
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
よ
そ
者
が
ど
の

よ
う
な
目
的
と
と
も
に
ホ
ス
ト
社
会
を
訪
れ
て
ど
の
よ
う
な
滞
在
形

態
を
と
る
か
、
そ
し
て
ホ
ス
ト
社
会
が
そ
の
よ
そ
者
を
ど
の
よ
う
に

取
り
扱
う
か
に
よ
っ
て
、
よ
そ
者
の
特
性
が
大
き
く
異
な
っ
て
く
る

(
8
)
 

こ
と
に
な
る
。

ジ
ン
メ
ル
が
示
し
た
「
近
さ
と
遠
さ
の
総
合
」
と
い
う
よ
そ
者
へ

の
分
析
的
視
点
は
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
を
可
変
的
な
も
の
と
み
な
す

と
い
う
ウ
ッ
ド
の
提
案
に
よ
っ
て
新
た
な
意
義
が
付
加
さ
れ
る
が
、

そ
の
こ
と
は
よ
そ
者
の
概
念
（
あ
る
い
は
そ
こ
に
想
定
さ
れ
て
い
る

人
間
類
型
）
の
再
規
定
へ
と
彼
女
を
促
す
こ
と
と
な
る
。

ジ
ン
メ
ル
は
よ
そ
者
を
「
潜
在
的
な
放
浪
者
」
、
も
は
や
立
ち
去

ら
な
い
が
旧
来
の
自
由
が
終
わ
っ
て
い
な
い
者
と
定
義
し
た
。
し
か

し
ウ
ッ
ド
に
よ
る
と
、
集
団
に
入
っ
て
い
る
が
そ
こ
に
属
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
者
を
表
す
よ
そ
者
概
念
は
、
ジ
ン
メ
ル
の
も
の
よ
り

広
く
、
そ
の
結
果
、
移
動
性
と
い
う
要
因
の
影
響
は
よ
り
大
き
な
可

変
性
を
も
つ

(
W
o
o
d
,1
9
3
4
:
 2
4
9
)
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
ウ
ッ
ド
は
よ
そ
者
を
「
は

じ
め
て
の
集
団
と
の
対
面
的
な
接
触
に
入
っ
た
者
」

(
W
o
o
d
,

1
9
3
4
:
4
3
)

と
定
義
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
再
定
式
化
に
よ
っ
て
、

よ
そ
者
概
念
は
「
今
日
訪
れ
て
明
日
も
と
ど
ま
る
者
」
、
「
潜
在
的
な

放
浪
者
」
と
し
て
示
さ
れ
た
ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
だ
け
で
は
な
く
、

「
今
日
訪
れ
て
明
日
は
立
ち
去
る
」
よ
う
な
放
浪
者
、
そ
し
て
「
今

日
訪
れ
て
永
遠
に
と
ど
ま
る
」
よ
う
な
移
住
者
な
ど
、
多
様
な
タ
イ

プ
の
よ
そ
者
が
そ
の
考
察
対
象
に
含
ま
れ
て
く
る

(
W
o
o
d
,

1
9
3
4
:
 4
4
)

。
こ
の
よ
う
な
概
念
規
定
に
よ
っ
て
、
ウ
ッ
ド
は
「
近

さ
と
遠
さ
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
組
み
合
わ
せ
と
、
そ
れ
に
伴
う
多
様
な

よ
そ
者
の
人
間
類
型
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、

よ
そ
者
と
集
団
と
の
様
々
な
「
出
会
い
の
特
殊
な
状
況
」

(
W
o
o
d
,

1
9
3
4
:
2
5
2
)
 
i(<l詰
E

本
耳
す
る
た
め
の
分
析
枠
組
と
し
て
の
ジ
ン
メ
ル

の
よ
そ
者
論
の
射
程
を
大
き
く
拡
張
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ

る。
お
わ
り
に

以
上
に
お
い
て
、
ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
と
そ

の
意
義
、
お
よ
び
ウ
ッ
ド
に
よ
る
よ
そ
者
概
念
の
再
規
定
に
よ
る
そ

の
批
判
的
継
承
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
た
。
ジ
ン
メ
ル
は
、
よ
そ
者

が
ホ
ス
ト
社
会
と
一
定
の
距
離
と
と
も
に
集
団
お
よ
び
そ
の
成
員
と

か
か
わ
り
を
も
つ
中
で
醸
成
さ
れ
る
よ
そ
者
独
特
の
地
位
特
性
と
そ
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の
社
会
的
役
割
を
示
し
た
。
こ
う
し
た
彼
の
よ
そ
者
観
に
通
底
し
て

い
る
の
は
、
よ
そ
者
で
あ
る
こ
と
の
積
極
的
な
意
味
を
示
そ
う
と
す

る
意
図
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
長
き
に
わ
た
っ
て
よ
そ
者
で
あ
り

続
け
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
に
象
徴
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
完
全
な

仲
問
と
し
て
の
参
加
が
ほ
と
ん
ど
許
さ
れ
な
い
中
で
、
い
か
に
し
て

生
活
の
糧
を
得
な
が
ら
そ
こ
で
生
き
延
び
て
い
く
か
と
い
う
問
題
に

対
す
る
、
歴
史
的
に
蓄
積
さ
れ
た
知
恵
へ
の
参
照
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
そ
れ
ま
で
は
歴
史
的
諸
事
例
の
中
で
素
述
的
に
語
ら
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
よ
そ
者
と
い
う
人
間
類
型
に
つ
い
て
、
社
会
学
的

な
知
見
に
基
づ
き
な
が
ら
よ
り
理
論
的
な
視
点
か
ら
考
察
し
た
こ
と

も
、
ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
論
の
大
き
な
功
績
の
一
っ
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
彼
は
、
よ
そ
者
を
外
部
者
と
し
て
よ
り
も
あ
る
特
殊
な
タ
イ

プ
の
内
部
者
（
メ
ン
バ
ー
）
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
よ
そ

者
独
特
の
社
会
的
地
位
や
役
割
の
説
明
原
理
と
し
て
「
近
さ
と
遠
さ
」

の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
導
入
し
、
そ
の
後
の
よ
そ
者
を

め
ぐ
る
議
論
に
お
け
る
重
要
な
問
題
提
起
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
論
の
意
義
に
い
ち
早
く
着
目
し
た
の
は
、

R
.

E・

パ
ー
ク
ら
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
中
で
も

ウ
ッ
ド
は
ジ
ン
メ
ル
の
分
析
枠
組
に
内
在
す
る
問
題
点
を
指
摘
し
、

よ
そ
者
概
念
の
再
規
定
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
議
論
の
転
機
と
な

る
よ
う
な
業
績
を
残
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
よ
そ
者
を
め
ぐ
る
議
論
に
は
、
そ
の
出
発
点
と
な

る
議
論
か
ら
一
貫
し
て
、
人
間
が
移
動
す
る
際
に
個
人
と
社
会
の
双

方
に
何
が
起
こ
る
か
と
い
う
根
本
的
な
問
い
が
存
在
す
る
。
ジ
ン
メ

ル
の
問
題
提
起
と
そ
の
後
の
よ
そ
者
論
の
成
果
は
、
国
内
外
の
人
口

移
動
が
一
般
化
し
、
そ
の
こ
と
が
諸
個
人
の
生
活
状
況
や
社
会
の
あ

り
よ
う
を
大
き
く
規
定
し
て
い
く
に
つ
れ
、
そ
の
分
析
的
重
要
性
を

増
す
。
移
民
の
大
量
流
入
に
よ
っ
て
大
き
な
社
会
変
動
の
波
に
さ
ら

さ
れ
て
い
た
二
十
世
紀
前
半
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
活
躍
し
た
社
会

学
者
た
ち
が
、
い
ち
早
く
彼
の
よ
そ
者
の
社
会
学
的
考
察
に
着
目
し

た
の
も
ご
く
自
然
な
流
れ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

当
時
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
先
鋭
的
に
見
ら
れ
た
、
国
際
的

な
人
口
移
動
と
そ
れ
に
伴
う
地
域
社
会
の
人
口
構
成
の
多
様
化
と
い

う
社
会
状
況
は
今
や
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
条

件
の
一
部
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
「
移
動
の
時

代
」
に
生
き
て
お
り
、
ハ
ー
マ
ン
の
言
う
よ
う
に
「
よ
そ
者
（
で
あ

る
こ
と
）
は
例
外
で
は
な
く
ル
ー
ル
」
で
あ
り
、
「
ス
ト
レ
ン
ジ
ネ

ス
は
克
服
さ
れ
る
べ
き
状
態
で
は
な
く
、
も
は
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」

(
H
日
m
a
n,1
9
8
8
 :
 4
2
)

で
あ
る
よ
う
な
生
活
状
況
に
あ
る
。
す
な

．．．． 

わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
望
む
と
望
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、
よ
そ
者
と

．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

と
も
に
生
き
る
と
同
時
に
、
よ
そ
者
と
し
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
状
況
に
あ
り
、
そ
れ
に
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
課
題
に

常
に
向
き
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
概
観
し
た
よ
そ
者
を
め
ぐ
る
一
連
の
議
論
は
、
「
移
動
性
」

に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
新
し
い
社
会
状
況
と
、
そ
こ
に
生
き
る

人
々
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
を
見
通
す
際
に
も
、
わ
れ
わ
れ
に
多
く
の
示
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唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
人
々
が
よ
そ
者
と
し

て
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
お
互
い
に
異
質
性
を
帯
び

た
存
在
と
し
て
向
き
合
い
な
が
ら
、
排
除
や
隔
離
で
は
な
く
お
互
い

に
尊
重
し
あ
い
な
が
ら
と
も
に
生
き
て
い
く
た
め
の
技
法
や
知
恵

を
、
こ
の
一
連
の
議
論
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

註
(l
)
本
稿
で
は
、
英
語
の
"
the stranger "、
ド
イ
ツ
語
の
:
d
e
r
 F
r
e
m
d
e
"
 

の
訳
語
と
し
て
「
よ
そ
者
」
と
い
う
表
記
を
用
い
る
。
し
た
が
っ
て
文
献

の
引
用
に
際
し
て
、
表
記
の
統

一
の
た
め
表
現
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

(2
)
筆
者
は
（
徳
田
、
二

0
0六
）
に
お
い
て
、
ジ
ン
メ
ル
以
降
の
よ
そ
者

概
念
の
継
承
史
、
お
よ
び
よ
そ
者
を
め
ぐ
る
同
時
代
的
な
社
会
状
況
の
変

化
を
参
照
し
な
が
ら
、
同
概
念
が
ど
の
よ
う
に
彫
琢
さ
れ
て
い

っ
た
か
を

論
じ
た
。
本
稿
は
、
同
論
文
に
お
い
て
よ
そ
者
の
社
会
学
的
言
説
の
出
発

点
で
あ
る
ジ
ン
メ
ル
の
問
題
提
起
を
論
じ
た
箇
所
を
も
と
に
、
大
幅
な
加

筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

(
3
)
こ
う
し
た
よ
そ
者
に
対
す
る
応
対
は
、
旅
芸
人
や
行
商
人
な
ど
の
人
々

は
手
厚
く
も
て
な
す
が
、
入
村
希
望
者
に
対
し
て
は
厳
し
い
警
戒
心
と
煩

雑
な
「
村
入
り
」
の
手
続
き
な
ど
に
よ
っ
て
規
制
し
た
日
本
の
村
落
社
会

に
お
い
て
も
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
「
日
本
の
村
落
は
協

同
謄
的
性
格
が
強
か
っ
た
だ
け
に
封
鎖
性
も
濃
く
、
他
國
他
村
の
者
も
容

易
に
受
け
い
れ
な
い
態
度
が
あ
っ
た
。
他
所
者
を
な
ん
と
な
く

〈
異
類
〉

視
し
嫌
厭
し
た
り
蔑
視
し
た
り
す
る
風
は
、
最
近
に
至
る
ま
で
著
し
い
も

の
で
あ
る
。
た
だ
旅
の
宗
教
人
と
か
、
特
殊
臓
業
の
も
の
と
か
は
、
や
や

別
で
あ
っ
た
。
自
分
た
ち
と
異
質
な
も
の
、
社
會
的
次
元
の
離
れ
た
も
の

に
到
し
て
は
、
む
し
ろ
か
え
っ
て
こ
れ
を
款
待
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
倫

理
観
が
あ
っ
た
〔
異
郷
人
款
待
〕
。
」
（
民
俗
學
研
究
所
編
、
一
九
五
―
"

六
五
九
）

(4
)
J
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
外
国
人
の
位
置
づ

け
に

つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
「
《
同
類
〉
か
ら
な
る
社

会
、
そ
の
理
想
は
ス
パ
ル
タ
で
実
現
さ
れ
た
あ
の

《
同
一
性
、
均
質
性
〉

(
h
o
m
o
i
o
i
)
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
の
渡
り
者
に
対
す
る
扱
い
は
、

敵
視
と
ま
で
は
ゆ
か
な
く
と
も
冷
た
い
も
の
だ

っ
た
。
…
…
一
方
、
定
住

を
選
び
、
そ
の
技
能
や
商
行
為
が
社
会
に
役
立
つ
と
判
断
さ
れ
た
外
人
は

居
留
外
人
（
メ
ト
イ
コ
イ
）
の
身
分
を
与
え
ら
れ
た
」

(
K
r
i
s
t
e
v
a
,1
9
8
8
 

II

一
九
九

O
"
六
六
）
。
こ
こ
で
も
経
済
分
野
で
そ
の
有
用
性
を
認
め
ら

れ
た
外
国
人
（
よ
そ
者
）
が
好
意
的
な
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
た
の
に
対

し
て
、
奴
隷
に
近
い
形
で
逗
留
し
て
い
る
異
郷
人
や
敵
国
人
は
「
バ
ル
バ

ロ
イ
」
と
呼
ば
れ
、
ギ
リ
シ
ア
の
市
民
と
は
文
化
や
言
語
を
異
と
す
る
こ

と
も
あ

っ
て
蔑
視
や
社
会
的
排
除
の
対
象
と
な
っ
た
と
い
う
。

(
5
)
ユ
ダ
ヤ
人
が
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
お
い
て
金
融
業
を
担

っ
た
社
会
的
背

景
と
し
て
、
ジ
ン
メ
ル
が
言
う
よ
う
に
「
ユ
ダ
ヤ
人
が
た
ん
に
民
族
的
よ

そ
者
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
宗
教
的
よ
そ
者
で
も
あ
っ
た
」

(
S
i
m,
 

m
e
l
,
 19

8
9
 "
 2
8
7
 11

一
九
九
九
＂
二
三

O
)
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
で
は
貨
幣
の
取
り
扱
い
を
生
業
と
し
、
利
子
収

入
で
生
計
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
卑
し
い
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た

が
、
異
教
徒
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
「
利
子
取
得
に
つ
い
て
の
中
世
の
禁

令
が
適
用
さ
れ
な
か

っ
た
か
ら
、
彼
ら
は
金
貸
し
に
ふ
さ
わ
し
い
人
格
と

な

っ
た」

(
S
i
m
m
e
l
,
1
9
8
9
 :
 2
8
7
 11

一
九
九
九
＂
二

三
O
)
の
で
あ
り
、

宗
教
的
な
理
由
で
彼
ら
が
金
融
業
に
参
入
す
る
余
地
が
十
分
に
残
さ
れ
て

い
た
と
い
う
事
情
も
あ

っ
た。
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(
6
)
ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
論
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
説
明
図
式
の
意
義
を
い

ち
早
く
指
摘
し
た
の
は
、
シ
カ
ゴ
大
学
の

R
.
E
・
パ
ー
ク
と

E
.
w
.

バ
ー
ジ
ェ
ス
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
ジ
ン
メ
ル
の
よ
そ
者
の
補
説
を
英
語

圏
で
初
め
て
訳
出
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
添
え
て

い
る
。
「
ジ
ン
メ
ル
自
身
は
、
近
さ
と
遠
さ
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
の

『
よ
そ
者
』
に
関
す
る
言
及
に
お
い
て
、
社
会
的
距
離
の
概
念
を
採
用
し

て
い
る
。
そ
れ
は
、
教
師
と
生
徒
、
生
理
学
者
と
患
者
、
聖
職
者
と
信
者
、

弁
護
士
と
顧
客
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
と
救
済
申
請
者
な
ど
の
関
係

に
お
け
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
親
密
と
疎
遠
の
統
合
を
決
定
す
る
上

で
興
味
深
く
、
重
要
で
あ
る
」
(
P
日
K
体
B
日
gess
,
1
9
2
1
 :
 :
 2
8
6
)

。
こ

こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
社
会
的
距
離
」
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
は
、

後
に
パ
ー
ク
が
一
九
二

0
年
代
半
ば
に
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
地
方
に
お
け
る

「
人
種
関
係
調
査
」
の
重
要
な
理
論
的
な
分
析
概
念
と
し
て
再
び
提
唱
し
、

人
々
の
人
種
意
識
に
お
け
る
親
疎
の
度
合
い
を
測
定
す
べ
く
、
調
査
の
実

施
•
分
析
へ
と
導
入
し
て
い
る
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
（
徳
田
、
ニ

0
0
二
）
を
参
照
。

(
7
)

ハ
ー
マ
ン
は
、
ウ
ッ
ド
の
著
作
が
よ
そ
者
論
に
お
け
る
「
い
く
つ
か
の

重
要
な
契
機
」
を
含
み
な
が
ら
も
多
く
の
関
心
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
理
由
と
し
て
、
彼
女
が
「
よ
そ
者
の
問
題
を
普
遍
化
し
よ
う
と
し

た
」
た
め
に
、
よ
そ
者
を
め
ぐ
る
同
時
代
的
な
問
題
状
況
と
の
間
に
距
離

が
で
き
て
し
ま
っ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
(
H
a
r
m
a
n
,
1
9
8
8
:
 3
0
)

。

「
ウ
ッ
ド
は
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
旅
行
し
な
が
ら
、
よ
そ
者
と
新
し
い
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
最
初
の
出
会
い
の
場
を
明
白
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
こ

の
目
的
の
た
め
に
、
彼
女
は
そ
の
本
の
多
く
を
、
い
か
に
原
始
社
会
が
よ

そ
者
を
扱
う
か
を
人
類
学
的
に
説
明
す
る
こ
と
に
さ
さ
げ
た
。
不
幸
に
も
、

こ
の
問
題
関
心
と
今
日
の
調
査
の
関
心
で
あ
る
西
欧
文
明
、
と
り
わ
け
都

市
住
民
の
生
活
に
つ
い
て
の
彼
女
の
実
際
の
発
言
の
間
に
理
論
的
な
つ
な

が
り
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
」
(
H
a
n
n
a
n
,1
9
8
8
 :
 3
0
)
。

(
8
)
例
え
ば
、
よ
そ
者
は
ホ
ス
ト
社
会
に
お
け
る
慣
習
や
利
害
関
係
か
ら
自

由
で
あ
る
、
と
い
う
ジ
ソ
メ
ル
の
見
解
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
そ
者
が
短
期

的
に
す
ぐ
立
ち
去
る
者
で
あ
る
場
合
と
ホ
ス
ト
社
会
と
長
期
的
に
関
わ
っ

て
い
こ
う
と
す
る
者
で
は
状
況
が
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。
ウ
ッ
ド
は
以

下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
旅
行
者
は
：
·
：
•
た
ま
た
ま
い
る
と
こ
ろ
の
か
り

そ
め
の
社
会
的
習
慣
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ

ら
の
習
慣
は
自
分
に
適
用
さ
れ
な
い
し
、
自
分
の
行
動
を
見
張
っ
た
り
、

友
人
に
報
告
し
よ
う
と
す
る
人
が
誰
も
い
な
い
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
よ
そ
者
が
新
し
い
グ
ル
ー
プ
に
入
っ
て
そ
の
一
部
に
な

ろ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
別
の
状
況
が
作
り
出
さ
れ
る
。
彼
は
そ
の
慣
習

を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
に

彼
の
参
入
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
慣
習
を
守
る
こ
と
に
配
慮
す
る
。
彼

は
彼
ら
の
目
に
奇
妙
に
映
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
」
(
W
o
o
d
,

1
9
3
4
:
 2
5
0
)

。
ま
た
、
こ
こ
で
ウ
ッ
ド
が
示
し
て
い
る
ホ
ス
ト
社
会
へ

の
完
全
な
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
獲
得
を
目
指
す
移
住
者
タ
イ
プ
の
よ
そ
者

観
の
提
示
は
、
後
の
A
・
シ
ュ
ッ
ツ
が
よ
そ
者
を
論
じ
る
際
の
立
論
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
。
シ
ュ
ッ
ツ
の
よ
そ
者
論
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、

（
徳
田
、
二

0
0五
）
を
参
照
。
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