
有
賀
社
会
学
と
構
造
主
義

1
有
賀
の
類
型
論
の
、
再
解
釈
1

佐
　
　
藤
　
　
康
　
　
行

一
、
は
じ
め
に

　
　
　
現
代
の
思
想
は
ポ
ス
ト
構
造
主
義
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
ん
に
ち
哲
学
や
人

　
　
類
学
な
ど
に
み
ら
れ
る
ポ
ス
ト
構
造
主
義
が
、
は
た
し
て
本
当
に
構
造
主
義
を
の
り
越
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
未
だ
検
討
す
る
余

　
　
地
を
残
し
て
い
る
・
と
い
う
よ
り
、
未
だ
そ
の
途
上
に
あ
る
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ポ
ス
ト
構
造
主

　
　
義
の
中
心
的
課
題
は
、
一
言
で
、
い
え
ば
、
レ
ヴ
ィ
“
ス
ト
ロ
ー
ス
等
が
提
出
し
た
静
態
的
な
構
造
論
を
動
態
的
な
も
の
に
す
る
こ
と

　
　
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
人
類
学
に
あ
っ
て
は
、
そ
う
し
た
試
み
の
大
半
は
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
の
よ
う
に
構
造
概
念
を
論
理
の
レ
ベ
ル
に
据
え
る
こ
と

　
　
な
く
、
経
験
の
レ
ベ
ル
に
も
ど
し
て
象
徴
論
の
中
で
論
じ
る
方
向
を
採
っ
て
い
る
。
儀
礼
論
を
中
心
に
供
犠
論
、
千
リ
ッ
ク
ス
タ
ー

　
　
論
、
冗
談
関
係
論
な
ど
を
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
動
き
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
方
向
は
、
人
類

　
　
学
を
経
験
科
学
と
し
て
措
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。

1
7
@
　
　
と
こ
ろ
で
、
レ
ヴ
ィ
“
ス
ト
ロ
！
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
構
造
主
義
は
な
に
よ
り
も
一
つ
の
方
法
論
と
考
え
る
べ
き
で
あ



1
8
@
る
。
社
会
学
に
お
い
て
は
、
従
来
、
哲
学
に
な
ら
っ
て
構
造
主
義
が
認
識
論
の
側
面
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
傾
向

　
　
　
は
、
レ
ヴ
ィ
”
ス
ト
ロ
ー
ス
が
人
類
学
の
分
野
に
お
い
て
も
た
ら
し
た
認
識
論
的
革
命
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会

　
　
　
学
が
経
験
科
学
で
あ
る
以
上
、
構
造
主
義
の
検
討
は
人
類
学
の
よ
う
に
実
証
研
究
を
通
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に

　
　
　
お
い
て
、
筆
者
は
社
会
学
に
あ
っ
て
も
、
構
造
主
義
が
一
つ
の
方
法
論
と
し
て
実
証
研
究
の
中
で
彫
琢
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
考
え

　
　
　
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
課
題
と
し
て
、
先
達
の
成
果
の
中
に
構
造
主
義
に
つ
な
が
る
新
し
い
要
因
を
発
見
す
る
こ
と
が
大

　
　
　
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

「
本
稿
は
、
呈
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
走
た
っ
て
、
有
賀
喜
左
禽
震
開
し
姦
型
論
と
レ
ヴ
ー
斐
ト
〒
ス
の
構
造
主

蟻
義
と
嘱
連
隻
黍
す
る
と
と
も
に
、
有
賀
社
会
学
の
中
繕
造
主
楚
つ
な
が
る
新
し
い
要
因
を
発
見
す
る
こ
毒
目
的
と
し

造
　
　
て
い
る
。

騰
鮮
　
　
　
二
、
構
造
主
義
の
方
法
論
的
特
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
・

　韻
レ
ヴ
ー
斐
占
麦
は
み
ず
か
ら
の
構
藏
念
に
触
れ
て
・
「
『
構
造
』
と
は
・
藻
と
蘂
間
の
関
係
か
ら
な
る
全
体
で
あ
っ

［
て
、
こ
の
関
係
は
、
一
連
の
変
形
〔
変
換
〕
過
程
姦
じ
て
不
変
の
特
性
を
保
持
す
る
砲
と
述
べ
て
い
る
・
レ
ヴ
ィ
H
ス
ト
〒
ス

　
　
は
、
「
構
造
」
と
体
系
と
の
相
違
点
と
し
て
「
変
換
（
＃
⇔
嵩
駄
霞
§
讐
す
昌
）
」
可
能
性
を
あ
げ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
図
瑠
に
お
い
て
、

　
　
1
の
横
顔
の
体
系
は
座
標
の
変
数
を
変
え
る
と
∬
や
皿
の
横
顔
の
体
系
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
横
顔
は
、
座
標
の

　
　
変
数
を
変
、
兄
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
に
「
変
換
」
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
「
変
換
」
し
て
も
な
お
横
顔
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
「
不

　
　
変
の
特
性
」
を
も
っ
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
ー
ス
ト
▽
ス
は
こ
の
よ
う
に
図
－
を
用
い
て
構
造
概
念
を
簡
潔
に
説
明
し
て
い
る
・
ピ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ジ
ェ
は
構
造
主
義
が
「
全
体
性
」
、
「
変
換
性
」
、
「
自
己
制
御
」
の
三
つ
の
性
格
を
有
し
て
い
る
と
定
義
し
て
い
匁
ピ
ア
ジ
ェ
の

　
　
定
義
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
レ
ヴ
ィ
”
ス
ト
ロ
！
ス
の
構
造
主
義
は
「
全
体
性
」
、
「
変
換
性
」
、
「
不
変
の
特
性
」
と
い
っ
た
性
格



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
レ
ヴ
ィ
H
ス
ト
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
の
こ
れ
ら
の
方
法
論
的
特
性
を
具
体
的
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ヴ
ィ
“
ス
ト
ロ
！
ス
が
そ
め
着
想
を
得
た
ロ
マ
ー
ソ
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ソ
の
言
語
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
あ
ら
か
じ
め
簡
単
に
み
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
コ
ブ
ソ
ソ
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
踏
ま
え
て
、
言
葉
が
時
間
的
に
結
合
さ
れ
る
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿
、
語
を
「
蓉
軸
」
・
言
蒙
選
択
さ
れ
る
里
範
疇
を
「
選
択
軸
」
と
呼
ん
で
ニ

　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ニ
フ
ィ
ア
ソ
と
シ
イ
ニ
フ
ィ
エ
が
恣
意
的
な
関
係
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
シ
イ
ニ

　
　
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ア
ソ
の
意
味
を
シ
イ
ニ
フ
ィ
エ
に
も
と
め
ず
に
、
シ
イ
ニ
フ
ィ
ア
ソ
そ
れ
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
体
に
も
と
め
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
レ
ヴ
ィ
“
ス
ト
ロ
ー
ス
は
ヤ
コ
ブ
ソ
ソ
の
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
語
論
に
影
響
を
う
け
て
構
造
主
義
を
提
唱
し
、
そ
の
成
果
は
独
創
的
な
神
話
論
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
っ
て
結
実
し
た
の
で
あ
る
。

　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
で
、
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
の
…
構
造
主
義
的
方
法
を
神
話
論
を
例
に
と
っ

0



一
析

蟻
分

造
　
　
造

騰
　
構

学
　
　
の

蝕
話

賀
　
　
神

有

一
即

0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
把
握
す
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
具
体
的
な
実
例
を
と
り

2　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
げ
る
余
裕
が
な
い
の
で
基
本
的
な
形
式
だ
け
を
と
り
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剰
話
臨
　
げ
る
．
」
と
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欝
誘
　
　
図
2
を
用
い
て
説
明
し
よ
う
。
禁
ら
撃
で
の
神
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
汗
：
涛
　
が
あ
る
と
す
る
・
亀
乱
は
同
一
の
’
ア
↓
に
よ
っ
三
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⑯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
彊
　
　
　
　
　
括
り
に
で
き
る
「
神
話
群
」
を
表
わ
し
、
な
お
か
つ
転
倒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
b
”

　
　

@
　@
　@
　@
　@
　@
　@
　@
　@
　@
　@
　@
馬
劉
　
（
対
立
）
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
表
セ
て
い
る
。
a
、
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b
、
c
…
…
は
神
話
を
構
成
す
る
要
素
で
「
神
話
素
」
と

　
　
　
　
呼
ば
れ
、
同
時
に
こ
の
順
序
は
神
話
の
物
語
の
流
れ
を
表

　
　
　
　
わ
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
レ
ヴ
ィ
時
ス
ト
ロ
！
ス
は
神
話
を
一
つ
ず
つ
単
独
に
解

　
　
　
　
釈
す
る
こ
と
な
く
、
テ
ー
マ
ご
と
に
グ
ル
ー
プ
化
し
て

　
　
　
　
「
神
話
群
」
の
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
る
。
要
素
衡
は

‘
　
　
　
街
、
レ
、
q
…
と
い
っ
た
物
語
の
軸
と
衡
、
馬
、
恥
と
い

　
　
　
　
っ
た
軸
の
両
方
に
位
座
を
占
め
る
。
前
者
の
軸
は
ヤ
コ
ブ

　
　
　
　
ソ
ソ
の
い
う
「
結
合
軸
」
、
後
者
の
軸
は
「
選
択
軸
」
に

　
　
　
　
あ
た
る
。
彼
は
要
素
銑
、
恥
、
恥
は
互
い
に
隠
喩
の
関
係

　
　
　
　
に
あ
り
、
概
念
と
知
覚
の
中
問
に
あ
る
一
種
の
記
号
と
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
お

　
　
　
　
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
6
そ
し
て
、
M
と
M
に
お
い



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　

　
　
て
衡
と
恥
の
関
係
は
銑
と
ら
の
関
係
と
同
じ
で
あ
り
、
M
と
M
に
お
い
て
は
衡
と
恥
の
関
係
は
病
と
馬
の
関
係
と
同
じ
で
あ
る
こ
と

　
　
を
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
㌦
2
1
1
。
㌦
。
讐
2
“
⇔
°
・
H
げ
㌦
ぴ
゜
・
と
い
う
関
係
が
な
り
た
つ
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
　
街
が
亀
に

　
　
　
「
変
換
」
さ
れ
た
ら
q
は
ら
に
山
は
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
「
変
換
」
さ
れ
、
切
が
㎏
に
「
変
換
」
さ
れ
た
ら
衡
が
恥
に
「
変
換
」
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
る
。
こ
う
し
た
要
素
間
の
関
係
は
、
コ
ー
ド
に
ょ
る
二
項
対
立
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
。
M
、
M
、
M
は
こ
の
よ
う
に
互
い
に
「
変

　
　
換
」
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
要
素
は
勝
手
に
好
き
な
要
素
に
「
変
換
」
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
要
素
間
の
「
変
換
」
に
は

　
　
　
一
定
の
相
関
関
係
が
あ
る
。
同
一
の
「
神
話
群
」
に
お
い
て
は
、
神
話
ど
う
し
は
相
互
に
補
完
の
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

｝
　
．
」
う
し
た
方
法
は
、
「
轄
群
」
相
互
の
亀
窪
を
分
析
す
る
さ
い
に
も
あ
て
は
ま
る
。
今
度
は
「
全
体
性
」
が
「
神
話
群
の

蟻
間
に
設
定
さ
れ
る
。
M
鼠
に
お
い
て
、
象
念
「
変
換
」
さ
れ
た
自
唆
に
、
鼠
是
そ
れ
ぞ
れ
「
変
換
」
さ
れ
る
。

離
駐
㌃
8
ρ
と
い
う
関
係
が
な
り
た
つ
。
衡
乱
、
銑
乞
の
関
係
は
、
そ
れ
ゆ
ま
と
3
1
の
関
係
は
、
里
の
「
神
話
群
」

戦
　
　
内
に
お
け
る
補
完
の
関
係
と
は
異
な
っ
て
転
倒
（
対
立
）
の
関
係
に
あ
る
。
こ
う
し
た
補
完
や
転
倒
（
対
立
）
の
関
係
は
不
変
で
あ

齢
り
・
勝
乏
「
変
換
」
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
・
レ
ヴ
㎡
ス
ト
〒
ス
は
憂
換
」
の
型
が
一
定
し
て
い
る
こ
と
を
ス
了

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

韻
ト
ボ
ル
に
な
ぞ
ら
え
て
い
勲
馨
穴
に
入
れ
る
の
に
ど
の
道
を
選
ぶ
か
と
い
う
偶
然
は
あ
る
が
・
定
め
ら
れ
た
道
の
ど
れ
か
を

一
辿
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
と
似
て
い
る
と
い
う
・
こ
の
よ
う
に
・
神
話
は
「
変
換
」
の
型
が
一
芒
て
い
る
点
に
お
い
て
「
不
変

　
　
の
特
性
L
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
レ
ヴ
ィ
打
ス
ト
ロ
…
ス
の
認
識
論
的
特
徴
は
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
基
本
的
な
点
の
み
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
す

　
　
る
。
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
人
間
の
思
考
に
お
け
る
形
式
化
が
下
部
構
造
に
規
定
さ
れ
な
い
独
自
な
も
の
と
考
え
、
社
会
の
形

　
　
成
（
形
式
化
）
に
お
よ
ぼ
し
て
い
る
影
響
に
注
目
し
た
。
　
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ス
ト
ロ
：
ス
は
、
「
構
造
」
が
「
無
意
識
」
の
世
界
に
お
け
る

　
　
人
間
の
思
考
作
用
を
通
し
て
み
ら
れ
る
も
の
と
考
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
構
造
」
は
空
間
（
共
時
性
）
と
歴
史
（
通
時
性
）
の
両
方

ユ
2
　
　
に
わ
た
っ
て
み
ら
れ
る
と
同
時
に
、
両
者
を
媒
介
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
構
造
」
は
「
無
意
識
」
の
世
界
で
措
定
さ
れ
、



2
　
諸
現
象
は
潜
在
的
な
「
構
造
レ
か
ら
解
釈
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
レ
ヴ
ィ
”
ス
ト
ロ
ー
ス
の
構
造
主
義
は
、
ピ
ア
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
あ

2　
　
く
ま
で
構
造
主
義
の
う
ち
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
ピ
ア
ジ
ェ
は
、
説
明
原
理
を
潜
在
的
構
造
と
い
っ
た
外
部
に
も
と
め
な
い
「
総
括

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
的
構
造
主
義
」
が
可
能
な
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。

　
　
　
以
上
、
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
の
構
造
主
義
に
お
け
る
方
法
論
的
特
性
と
認
識
論
的
特
徴
を
簡
単
に
概
観
し
て
き
た
。

三
、
有
賀
社
会
学
に
お
け
る
類
型
論

【
　
有
賀
社
会
学
の
成
立
は
、
昭
和
天
年
の
『
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
』
を
も
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
ぞ
、
民
族

蟻
的
特
質
論
と
類
型
論
は
縷
こ
の
覇
に
完
成
さ
れ
た
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
有
票
独
自
の
社
会
学
を
樹
立
す
る

離
に
あ
た
っ
て
、
デ
ェ
ル
ケ
去
や
了
ノ
三
†
、
マ
ル
セ
ル
・
†
奪
の
影
響
姦
く
受
け
て
い
る
・
」
と
は
よ
く
智
れ
て

と学
　
　
い
る
。
筆
堵
も
、
有
賀
が
モ
ー
ス
の
交
換
理
論
を
い
か
に
批
判
的
に
継
承
し
、
発
展
さ
せ
て
い
る
の
か
を
か
つ
て
明
ら
か
に
し
た
こ

絵
ど
が
あ
％
し
か
し
な
が
ら
有
票
池
上
鎌
三
の
文
化
哲
学
の
影
響
の
下
に
有
賀
社
会
学
な
る
も
の
を
つ
く
っ
た
事
実
籍
摘
さ

賀
　
　
　
　
　
　
　
⑩

有
　
　
れ
て
き
た
が
、
そ
の
一
方
で
必
ず
し
も
十
分
に
そ
の
内
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。
有
賀
の
民
族
的
特
質
論
と

一
類
型
論
の
理
解
に
あ
た
っ
て
・
池
上
鎌
三
の
文
化
哲
学
の
把
遅
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
・
そ
れ
ゆ
柔
あ
ら
か
じ
め
池
上
の

　
　
文
化
哲
学
を
概
観
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
有
賀
の
類
型
論
の
理
解
に
す
す
み
た
い
と
思
う
。

1
　
池
上
鎌
三
の
文
化
哲
学

池
上
鎌
三
が
有
賀
の
義
兄
に
あ
た
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
池
上
は
昭
和
一
四
年
に
『
文
化
哲
学
基
礎
論
』
を
著
わ
し
て

い
る
が
、
有
賀
は
本
書
を
熟
読
し
、
池
上
の
も
と
を
何
度
も
訪
ね
て
彼
の
文
化
哲
学
を
学
ん
で
い
る
。

池
上
は
『
文
化
哲
学
基
礎
論
』
を
著
わ
し
た
意
図
を
「
序
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
先
に
著
わ
し
た
『
論
理
学
』



　
　
が
「
静
止
の
論
理
」
を
扱
っ
た
の
で
、
今
回
は
「
運
動
の
論
理
」
を
扱
っ
た
。
「
運
動
の
論
理
」
は
従
来
弁
証
法
が
中
心
で
あ
っ
た

　
　
が
、
弁
証
法
に
は
多
く
の
不
満
な
点
が
あ
り
、
弁
証
法
か
ら
自
由
に
な
お
か
つ
具
体
的
に
動
的
意
味
そ
の
も
の
を
把
握
し
た
い
。
運

　
　
動
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
人
間
の
運
動
で
あ
り
、
人
間
の
歴
史
に
ほ
か
な
ら
な
い
以
上
、
「
運
動
の
主
体
と
し
て
の
人
間
そ
の
も
の
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
考
察
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
。
今
回
は
「
能
作
と
し
て
の
文
化
」
を
問
題
に
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
池
上
は
考
察
の

　
　
方
法
に
触
れ
て
、
「
文
化
は
一
個
の
根
源
現
象
で
あ
る
」
か
ら
、
そ
れ
は
そ
の
も
の
と
し
て
そ
の
も
の
に
お
い
て
把
握
す
る
必
要
が

　
　
あ
り
、
文
化
を
他
の
も
の
か
ら
外
的
に
説
明
す
る
こ
と
な
く
そ
の
「
内
面
的
本
質
」
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い

　
　
　
⑫

一
る
。
以
天
池
上
が
ど
の
よ
う
に
文
化
を
と
ら
え
て
い
る
の
か
を
『
文
化
哲
学
基
礎
論
』
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

義
　
　
　
ま
ず
、
文
化
の
発
生
の
問
題
か
ら
始
め
て
い
る
。
文
化
の
発
生
は
人
間
そ
の
も
の
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
人

主
離
間
の
根
源
的
形
態
に
遡
っ
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
．
」
ろ
で
、
生
の
流
動
は
他
者
と
の
交
渉
関
係
に
お
い
て
な
り
た
っ

戦
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
交
渉
関
係
．
」
そ
が
人
間
そ
の
も
の
の
曙
で
根
源
的
な
あ
り
方
と
し
て
の
本
質
規
定
で
あ
る
。
人
間
を
宇

融
宙
か
ら
分
か
つ
こ
の
交
渉
関
係
を
「
有
意
葎
」
と
呼
ん
で
い
勉
こ
の
「
有
意
義
性
」
に
お
い
て
類
と
個
の
相
互
媒
介
が
可
能
と

韻
な
る
の
で
あ
る
が
、
宥
意
馨
L
は
個
と
全
と
の
関
連
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
ド
・
イ
ゼ
ソ
は
行
為
す
る
個

一
人
の
す
べ
て
の
も
の
を
A
・
個
人
が
民
族
や
時
袋
ど
外
的
状
況
窺
定
さ
れ
る
す
べ
て
を
・
、
個
人
の
畠
意
志
の
働
き
を
x
と

　
　
す
る
と
A
1
1
a
＋
x
で
表
わ
せ
る
と
い
う
が
、
人
間
の
根
源
的
様
態
は
、
a
や
x
、
あ
る
い
は
a
十
x
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
a

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
十
x
と
い
う
統
一
的
構
造
形
態
の
奥
底
に
於
け
る
十
の
根
源
的
媒
介
形
態
」
に
あ
る
。
媒
介
の
根
源
形
態
は
項
的
に
と
ら
え
る
こ
と

　
　
は
で
き
な
い
。
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
過
去
が
同
時
に
未
来
に
現
存
し
て
い
る
し
、
そ
こ
に
人
間
の
歴
史
的
1
1
現
実
的
本
質
が
あ
る
。

　
　
　
池
上
は
人
間
の
根
源
的
媒
介
形
態
を
さ
ら
に
思
考
形
態
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
さ
い
、
池
上
は
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
の
「
自
然
民
族
」
の
研
究
を
参
照
す
る
。
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
が
「
自
然
人
」
の
思
考
を
「
融
合
の
法
則
」
と
呼
ん
だ
こ
と
は
有

ヨ
2
　
名
で
あ
る
が
、
池
上
は
彼
の
考
え
を
踏
ま
え
て
、
人
間
の
「
原
始
的
マ
ソ
タ
リ
テ
ィ
」
が
物
を
一
つ
の
表
象
の
中
に
融
合
さ
せ
る
作



4
　
　
用
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
に
人
間
の
根
源
的
媒
介
形
態
を
「
自
然
人
」
の
思
考
形
態
か
ら
理
解
し
た
こ
と
に
よ
り
、
人
間
の

2
　
　
根
源
的
媒
介
形
態
が
た
ん
に
対
立
項
を
解
消
し
た
状
態
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
相
互
転
換
的
合
一
」
と
い
う
意
味
で
溶
解
融
合
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
　
い
る
状
態
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
池
上
は
人
間
の
根
源
的
媒
介
形
態
を
「
原
始
的
有
意
義
性
」
と
呼
び
、
「
相
互
転
換
」
に

　
　
　
ょ
る
合
一
、
と
い
う
相
に
お
い
て
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
「
原
始
的
有
意
義
性
」
は
各
文
化
部
門
を
根
源
的
に
結
合
し
て
い
る
根
で
あ
り
、
そ
の
高
次
に
は
「
意
義
地
帯
」
1
項
的
対
立

　
　
が
発
生
す
る
場
1
と
「
高
次
的
有
意
義
性
」
と
が
あ
る
。
「
原
始
的
有
意
義
性
」
か
ら
文
化
が
発
生
す
る
た
め
に
は
、
「
有
意
義

一
性
」
の
「
意
義
地
帯
」
へ
の
膨
張
と
そ
の
逆
の
収
縮
と
い
う
両
方
の
伸
縮
運
動
的
構
造
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
文
化
部
門
は

蟻
「
原
始
的
有
意
馨
」
に
お
い
て
円
環
的
籍
合
し
て
い
る
と
同
時
に
、
各
々
の
方
向
に
放
射
す
る
直
線
で
あ
る
。
諸
文
化
部
門
の

騰
分
化
と
連
関
と
体
系
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
「
原
始
的
有
嚢
讐
「
意
義
地
帯
」
、
蕎
次
的
有
意
義
性
」
の
諸
契
機
を
含
む

軌
全
体
的
構
造
を
そ
れ
ぞ
れ
の
「
特
殊
性
」
に
お
い
て
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
か
か
る
全
体
的
構
造
を
も
っ
て
い

会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

社
　
　
る
運
動
を
そ
の
「
円
環
性
」
と
「
直
線
性
」
と
の
「
特
殊
性
」
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
文
化
の
発
生
の
問
題
を

賀有
　
　
め
ぐ
っ
て
、
池
上
は
以
上
の
よ
う
な
考
察
を
お
こ
な
っ
て
き
た
後
で
、
文
化
の
形
成
と
成
果
の
問
題
に
す
す
ん
で
い
る
。

一
池
上
は
文
化
の
発
生
と
形
成
の
両
側
面
を
含
む
過
程
を
文
化
の
生
成
と
饗
生
成
が
形
成
の
側
面
に
お
い
て
慧
す
る
文
化
を

　
　
　
「
成
果
と
し
て
の
文
化
」
と
呼
ん
で
い
る
。
「
成
果
と
し
て
の
文
化
」
は
、
文
化
の
生
成
に
よ
る
歴
史
的
な
結
果
で
あ
る
と
考
え
る

　
　
　
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
化
の
成
果
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
文
化
の
発
生
を
時
間
的
に
考
え
る
と
い
う
誤
り
を
犯
し
て
し
ま

　
　
う
。
文
化
の
展
開
は
、
文
化
の
生
成
が
全
体
と
し
て
運
動
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
形
成
に
お
い
て
は
、
「
動
く
も
の
」
と
「
動
か
ざ
る
も
の
」
と
が
互
い
に
内
と
内
の
関
係
に
あ
る
。
「
動
く
も
の
」
と
「
動
か
ざ
る

　
　
も
の
」
と
が
円
環
を
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
運
動
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
化
の
生
成
と
成
果
と
が
円
環
的
に
結
び
つ
い
て
い
る

　
　
　
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
文
化
の
歴
史
的
展
開
は
、
円
環
か
ら
直
線
へ
の
転
化
を
必
要
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
化
の
歴



　
　
史
的
展
開
の
断
面
に
お
け
る
時
間
は
単
な
る
直
線
的
な
時
間
で
は
な
く
、
「
内
に
直
線
と
円
環
と
を
含
む
構
造
的
な
る
も
の
」
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
る
。
こ
う
し
た
構
造
は
、
生
成
の
内
部
に
お
い
て
直
線
と
円
環
と
が
「
相
互
転
換
」
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
成
果
と

　
　
し
て
の
文
化
」
が
一
時
代
の
結
晶
と
し
て
独
自
性
を
保
持
し
つ
つ
時
代
を
超
越
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ぽ
、
時
代

　
　
　
の
個
別
性
は
「
成
果
と
し
て
の
文
化
」
の
超
越
性
を
通
し
て
、
個
別
性
の
ま
ま
に
時
代
を
越
え
て
普
遍
性
を
有
し
て
い
る
と
い
え

　
　
る
。
「
様
式
」
な
い
し
「
類
型
」
は
、
時
代
を
越
え
て
超
越
性
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
化
は
異
な
る
「
文
化
圏
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
の
異
質
的
文
化
を
摂
取
し
う
る
が
、
そ
れ
を
越
え
て
独
自
性
を
有
し
続
け
て
い
る
点
で
超
越
性
を
も
っ
て
い
る
。

離
て
性
格
的
に
；
の
統
一
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
。
文
化
の
性
格
が
文
化
の
根
源
的
統
一
を
可
能
た
ら
し
め
て

と
　
　
　
　
　
　
　
鰺

学
　
　
い
る
の
で
あ
る
。
文
化
は
そ
の
性
格
に
お
い
て
「
精
神
」
お
よ
び
「
意
味
」
と
「
交
換
関
係
」
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
文
化
の
構
造

会社
　
　
性
は
全
体
と
し
て
「
精
神
」
で
あ
る
と
性
格
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
池
上
は
こ
の
意
味
に
お
け
る
「
精
神
」
を
「
ガ
イ

賀有
　
　
ス
ト
」
も
し
く
は
「
意
味
成
体
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。

一
呈
池
上
の
雛
な
『
文
化
哲
学
基
礎
論
』
を
粗
略
で
は
あ
る
が
難
し
て
き
た
・
最
後
に
・
墾
特
殊
科
学
お
よ
び
文
化

　
　
社
会
学
に
つ
い
て
の
池
上
の
考
え
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
ま
ず
、
類
型
か
ら
み
て
み
よ
う
。
「
様
式
」
な
い
し
「
類
型
」
は
時
代
を
越
え
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
イ
タ
リ
ア

　
　
の
一
六
世
紀
の
芸
術
が
「
ル
ネ
ッ
サ
ソ
ス
様
式
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
は
時
代
を
超
越
し
て
永
遠
の
意
味

　
　
を
も
っ
て
い
る
し
、
ま
た
そ
れ
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
成
果
と
し
て
の
文
化
」
は
「
様
式
」
な
い
し
「
類
型
」
に
お
い

　
　
て
、
時
代
を
超
越
し
て
み
ず
か
ら
を
示
す
の
で
あ
ゐ
。
そ
し
て
、
「
様
式
」
は
根
本
的
な
い
し
一
般
的
に
は
「
類
型
」
に
帰
着
す
る

5
　
　
　
　
　
⑳

2
　
と
い
え
る
。



％
　
そ
の
ほ
か
に
池
上
が
類
型
概
念
を
用
い
て
い
る
箇
所
は
、
人
間
姦
型
的
に
百
然
人
」
と
「
文
化
人
」
に
分
け
て
い
る
と
こ
ろ

　
　
　
で
あ
る
。
そ
の
箇
所
で
、
池
上
は
髪
る
「
類
型
」
の
区
別
に
よ
っ
て
人
間
を
と
ら
・
え
る
の
で
は
な
く
・
「
類
型
」
の
馨
の
具
体

　
　
　
性
に
お
い
て
と
ら
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
別
の
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
つ
ぎ
に
と
り
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
「
成
果
と
し
て
の
文
化
」
が
全
体
と
し
て
「
ガ
イ

　
　
　
ス
ト
」
な
い
し
「
意
味
（
成
体
）
」
と
し
て
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
・
か
か
る
文
化
が
全
体
と
し
て

　
　

@
「 K

イ
ス
ト
」
な
い
し
「
意
味
」
と
し
て
籍
づ
け
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
縷
淡
の
度
の
如
き
も
の
が
あ
る
・
「
意
味
」

一
の
嚢
的
毅
階
と
い
う
の
は
、
文
化
の
内
的
籍
の
段
階
を
指
し
て
い
る
。
文
化
の
内
部
に
は
・
下
方
に
濃
度
の
高
い
「
意
味
」
の

蟻
層
ー
「
意
味
の
凝
謹
」
と
呼
ん
で
い
る
ー
と
上
部
に
饗
の
低
い
「
意
味
」
の
層
f
「
意
味
の
揮
謹
」
と
呼
ん
で
い
る

離
1
を
認
め
る
．
」
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
二
つ
は
「
類
型
的
籍
」
で
あ
る
と
い
・
兄
る
だ
ろ
う
・
婆
は
元
霜
対
的
で
あ
り
、
こ

蝦
れ
を
そ
の
「
凝
縮
性
ー
パ
ト
ス
」
、
「
揮
発
性
－
・
ゴ
ス
」
袋
て
と
ら
え
る
と
い
皇
と
は
「
類
型
的
」
で
あ
る
・
両
者
の
中
間

難
に
は
「
凝
縮
的
H
揮
発
的
」
な
「
エ
ト
ス
的
立
、
喋
成
体
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
文
化
の
了
解
を
可
能
に
す
る
表
現
を
与
え
て
い
る
の
で

↓
あ
聾
繰
誓
藤
難
蝶
渦
鍵
曇
整
嚢
性
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
゜

　
　

ｻ
れ
か
ら
、
「
類
型
的
」
と
い
う
表
現
が
性
質
の
袈
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ご
」
こ
で
注
意
し

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
池
上
の
場
A
・
、
「
類
型
」
は
互
い
箱
違
し
て
い
る
点
に
お
い
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

　
　
く
、
媒
介
に
お
い
て
も
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
　
　
つ
ぎ
に
、
特
殊
科
学
に
つ
い
て
の
壷
方
を
み
て
み
た
い
。
池
上
が
特
殊
科
学
を
重
視
し
・
そ
れ
を
踏
ま
え
て
展
開
し
て
い
る
こ

　
　
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
人
類
学
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
い
る
点
に
こ
う
し
た
姿
蒙
窺
わ
れ
る
・
池
上
は
舞
科
学
と

　
　
い
う
言
葉
の
ほ
か
に
「
実
証
的
個
別
科
学
」
と
い
う
表
現
も
同
じ
意
味
に
用
い
て
い
る
。



　
　
　
池
上
に
よ
れ
ぽ
、
特
殊
科
学
は
性
格
上
実
証
性
を
本
質
と
し
て
お
り
、
実
証
性
は
時
間
性
と
密
接
に
結
合
し
て
い
る
。
文
化
の
生

　
　
成
に
関
す
る
特
殊
科
学
は
、
一
般
に
は
生
成
の
時
間
的
解
釈
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
殊
科
学
の
生
成
研
究
が
「
具
体

　
　
的
現
象
と
し
て
の
時
間
的
生
成
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
同
時
に
、
研
究
態
度
そ
の
も
の
も
ま
た
時
間
的
で

　
　
?
驍
ｱ
と
を
意
芒
て
い
る
爾
研
究
書
身
が
「
時
間
鏡
象
」
の
う
ち
に
あ
っ
て
そ
れ
と
と
も
に
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
化

　
　
哲
学
は
実
証
的
研
究
の
成
果
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
と
ら
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
時
間
的
現
象
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

　
　
が
超
時
間
的
な
性
格
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
特
殊
科
学
の
も
つ
具
体
性
は
そ
の
経
験
的
実
証
性
に
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
経
験
的
領
域
を
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
経
験

を

　
　
的
に
も
の
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
の
を
客
体
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
い
、
客
体
と
主
体
と
の
綜
合
に
お

驚
縛
聾
凝
翻
霧
輸
齢
b
瓢
緯
簾
転
鰻
肇
」
厩
婁
聾
雛
鍋

訟
学
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
蓬
す
る
と
、
特
殊
科
学
は
経
験
的
に
蒔
間
的
現
象
L
を
と
ら
え
る
．
」
と
に
そ
の
本
質
が
あ
る
が
、
で

韻
あ
る
が
ゆ
を
「
豪
的
離
齢
を
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
・

一
　
最
後
に
・
文
化
社
会
学
ξ
い
て
の
菱
を
み
て
お
こ
う
・
池
上
は
、
上
部
難
雫
部
構
造
（
人
種
、
政
治
、
経
済
）
に
よ
っ

　
　
て
規
定
な
い
し
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
説
を
認
め
る
が
、
文
化
は
下
部
構
造
に
ょ
る
規
定
な
い
し
拘
束
か
ら
構
成

　
　
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
文
化
を
下
部
構
造
に
よ
る
規
定
な
い
し
拘
束
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
社
会
学
的
説
明
は
、
文
化

　
　
そ
の
も
の
の
内
部
か
ら
み
れ
ば
外
的
説
明
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
文
化
を
そ
の
内
部
構
造
に
お
い
て
み
る
時
、
下
部
構
造
の
契
機
は

　
　
内
部
か
ら
文
化
を
構
成
す
る
契
機
に
な
っ
て
い
る
。
上
部
構
造
と
下
部
構
造
は
、
主
体
に
あ
っ
て
相
互
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

　
　
ぼ
か
り
で
な
く
、
主
体
の
上
部
構
造
と
客
体
の
上
部
構
造
、
主
体
の
下
部
構
造
と
客
体
の
下
部
構
造
も
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
媒
介
さ
れ

2
7
@
　
て
い
る
。
「
様
式
」
は
文
化
に
内
在
す
る
構
造
契
機
で
あ
る
か
ら
、
文
化
の
成
果
を
「
上
部
構
造
的
1
1
下
部
構
造
的
な
る
綜
合
体
」



銘
に
お
い
て
把
握
す
る
．
」
と
を
可
能
に
す
る
。
文
化
は
主
体
と
客
体
と
の
「
蓉
体
」
な
い
し
「
止
揚
体
」
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
文
化
社
会
学
に
関
し
て
、
池
上
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
2
　
有
賀
喜
左
衛
門
の
類
型
論

　
　
　
有
賀
が
類
型
論
を
初
め
て
展
開
し
た
の
は
、
昭
和
一
．
八
年
の
「
日
本
農
村
の
性
格
に
つ
い
て
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
『
日

　
　
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
』
を
同
年
に
著
わ
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
昭
和
二
三
年
の
『
日
本
婚
姻
史
論
』
に
お
い
て
典
型
論
を
導
入

一
し
、
類
型
論
に
修
正
を
ほ
ど
．
」
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
類
型
論
を
二
つ
に
大
別
し
、
初
め
に
髪
し
た
類
型
論
か
ら
順
に
藁
し
て

義
　
　
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
離
　
有
賀
の
類
型
論
を
把
握
す
る
に
あ
た
っ
て
、
有
票
日
本
の
家
に
つ
い
て
展
開
し
姦
型
論
を
と
り
あ
げ
る
の
が
最
も
適
切
で
あ

敷
報
繍
本
農
村
の
性
格
に
っ
い
て
、
お
よ
び
．
潤
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
、
に
お
い
て
、
日
本
の
家
を
次
の
七
っ
に

　　
　
　
ω
　
単
一
家
族
（
戸
主
お
よ
び
戸
主
直
系
の
尊
卑
属
の
み
が
配
偶
者
を
持
つ
か
持
ち
得
る
形
態
）

噛

　
　
　
　
イ
　
直
系
の
家

　
　
　
　
ロ
　
直
系
傍
系
の
家

　
　
　
　
ハ
　
直
系
非
血
縁
の
家

　
　
　
　
二
　
直
系
傍
系
非
血
縁
の
家

　
　
　
②
　
複
合
家
族
（
戸
主
直
系
の
み
な
ら
ず
傍
系
、
非
血
縁
も
配
偶
者
を
持
つ
も
の
）

　
　
　
　
イ
　
直
系
傍
系
の
家

　
　
　
　
ロ
　
直
系
非
血
縁
の
家



　
　
　
　
　
ハ
　
直
系
傍
系
非
血
縁
の
家

　
　
　
有
賀
は
以
上
の
よ
う
に
日
本
の
家
を
類
型
化
し
て
い
る
が
、
有
賀
自
身
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
類
型
」
は
諸
形
態
を
分
類
す
る

　
　
こ
と
と
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
有
賀
の
類
型
論
の
特
徴
は
、
「
諸
類
型
」
が
「
相
互
転
換
」
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
に
あ

　
　
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
日
本
の
家
に
関
す
る
有
賀
自
身
の
説
明
か
ら
み
て
い
’
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
有
賀
に
よ
れ
ば
、
家
が
同
族
団
と
し
て
結
合
す
る
性
格
は
複
合
家
族
が
そ
の
内
に
も
つ
性
格
と
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で

　
　
は
な
く
、
そ
れ
は
複
合
家
族
を
本
家
と
し
て
結
成
す
る
同
族
団
と
そ
の
性
格
を
共
通
し
て
い
る
。
有
賀
は
こ
れ
を
前
提
に
し
て
次
の

一
よ
う
に
説
明
し
て
い
く
。
同
格
の
自
作
豪
新
田
を
開
発
し
蕩
合
で
も
、
時
代
が
経
る
ξ
れ
て
貧
富
の
蒙
生
じ
る
と
必
ず
や

蟻
同
族
団
の
結
成
に
向
か
っ
て
い
る
。
．
言
し
た
事
態
は
、
家
が
「
同
族
団
の
伝
統
」
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
性
禁

離
家
に
潜
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
は
同
族
票
発
生
す
る
条
件
が
備
わ
れ
ぽ
必
ず
同
族
団
を
結
成
す
る
と
い

軋
　
　
え
る
。
単
一
家
族
は
複
合
家
族
と
そ
の
性
格
を
共
通
に
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
複
合
家
族
か
ら
分
家
し
た
単
一
家
族
が
大

訟
経
営
を
お
こ
な
う
に
至
り
、
馨
家
族
に
覆
す
る
こ
と
も
あ
る
紮
ま
た
複
合
家
族
が
同
居
襲
婆
分
家
さ
せ
、
そ
れ
自
身
が

賀有
　
　
単
一
家
族
に
転
換
す
る
こ
と
も
あ
る
。

一
別
の
論
狛
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
・
現
実
に
は
単
豪
族
の
直
系
の
家
に
お
い
て
夫
婦
の
い
ず
れ
か
が
死
亡
し
て
存
在

　
　
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
先
の
ω
イ
の
類
型
に
属
す
る
一
形
態
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
形
態
が
時
間
が
た
っ
て
傍
系

　
　
　
の
家
族
を
含
む
複
合
家
族
の
形
態
に
変
わ
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
は
ω
イ
か
ら
②
イ
へ
と
類
型
上
で
変
化
し
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
こ
う
し
た
説
明
を
み
る
と
、
有
賀
が
前
提
に
し
た
内
容
の
理
解
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
そ
れ
で
は
、
同
族

　
　
団
と
複
合
家
族
の
性
格
が
共
通
し
て
い
る
と
い
う
仮
設
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
有
賀
が
柳
田
民
俗
学
か
ら
出
発
し
た
こ
と
は
す
で
に
ょ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
有
賀
が
み
ず
か
ら
の
社
会
学
を
樹
立
す
る
に
あ
た

　
2
　
　
っ
て
柳
田
か
ら
汲
み
と
っ
た
着
想
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
柳
田
は
昭
和
四
年
の
「
野
の
言
葉
」
に
お
い
て
、
こ
ん
に
ち
で



3
0
@
　
も
親
類
を
オ
ヤ
コ
と
い
う
方
言
で
呼
ぶ
地
域
が
多
く
、
か
つ
て
は
オ
ヤ
コ
が
一
つ
の
労
働
組
織
に
結
集
す
る
親
方
と
子
方
を
指
し
て

　
　
　
い
た
と
述
べ
て
い
た
。
柳
田
は
オ
ヤ
コ
が
元
来
血
縁
の
親
子
を
指
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
親
方
本
家
の
労
働
組
織
に
結
集
す
る
オ

　
　
　
ヤ
カ
タ
コ
カ
タ
の
関
係
を
指
し
て
い
た
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
有
賀
は
昭
和
八
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
著
わ
し
た
「
名
子
の
賦
役
」
に
お
い
て
、
は
や
く
か
ら
柳
田
の
こ
の
考
え
を
踏
襲
し
て
論

　
　
　
を
展
開
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
有
賀
は
そ
の
中
で
こ
う
し
た
柳
田
の
考
え
を
引
用
し
つ
つ
、
同
居
、
分
居
を
問
わ
ず
地
主
と
名
子

　
　
　
と
の
間
に
は
オ
ヤ
．
コ
の
社
会
意
識
が
あ
る
と
同
時
に
、
歴
史
的
に
同
居
名
子
か
ら
分
居
名
子
へ
と
移
行
し
た
と
考
え
て
い
た
。
同

一
居
名
子
は
複
A
。
家
族
、
分
居
名
子
は
同
族
団
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
族
団
と
馨
家
族
は
蓋
の
社

蟻
会
意
識
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

離
　
．
」
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
同
族
団
と
複
A
・
家
族
の
籍
が
共
通
し
て
い
る
と
い
う
認
識
は
、
名
子
制
度
を
歴
史
的
に
遡
っ
て
社

軌
盒
．
識
（
星
活
意
識
L
）
の
側
面
か
ら
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
有
賀
の
類
型
論

融
を
池
上
の
文
化
哲
学
を
通
し
て
把
握
す
る
前
に
、
有
賀
の
仮
設
お
よ
び
類
型
論
の
特
徴
を
あ
ら
か
じ
め
整
理
し
て
ぎ
た
い
・

横
　
ω
社
会
学
の
対
象
は
社
会
関
係
で
あ
る
・

一
②
社
会
関
係
は
個
人
と
社
会
（
集
団
）
と
を
媒
介
し
て
い
を
と
同
時
に
・
歴
史
性
と
社
会
性
と
霜
互
に
媒
介
し
て
い
る
゜
！

　
　
　
③
　
同
一
の
「
民
族
文
化
圏
」
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
社
会
関
係
は
相
互
規
定
す
る
が
ゆ
え
に
、
民
族
文
化
の
特
質
的
傾
向
が

　
　
　
　
相
互
浸
透
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
　
「
民
族
的
性
狢
」
を
共
通
に
し
て
い
る
。

　
　
　
ω
　
民
族
文
化
に
お
い
て
は
、
「
一
般
性
」
と
「
特
殊
性
」
と
は
相
互
媒
介
し
て
い
る
。

　
　
　
以
上
が
仮
設
で
あ
る
が
、
つ
づ
い
て
類
型
論
の
特
徴
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
ω
　
「
類
型
」
は
同
一
の
「
民
族
文
化
圏
」
に
お
け
る
同
種
類
の
社
会
関
係
に
お
い
て
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
②
　
　
「
類
型
」
は
歴
史
的
軸
に
お
い
て
「
相
互
転
換
の
可
能
性
」
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



③
　
社
会
学
の
歴
史
研
究
（
「
社
会
学
的
歴
史
」
）
は
、
「
社
会
関
係
に
お
け
る
諸
類
型
の
相
互
関
係
を
時
空
間
的
関
連
に
亘
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

　
解
明
し
て
行
く
こ
と
」
に
あ
る
。

　
　
　
以
下
、
有
賀
の
仮
設
お
よ
び
類
型
論
の
特
徴
を
池
上
の
文
化
哲
学
を
踏
ま
え
て
把
握
し
て
い
こ
う
。

　
　
　
有
賀
は
『
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
』
に
お
い
て
、
初
め
て
文
化
を
構
造
論
的
に
と
ら
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
有
賀
は
本
書

　
　
に
お
い
て
、
　
「
過
去
が
現
在
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
現
在
が
過
去
を
規
定
す
る
と
い
う
相
即
的
な
作
用
が
わ
れ
わ
れ
の
生
活
で
あ

　
　
り
、
歴
史
で
あ
る
」
と
い
う
歴
史
認
識
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
一
の
「
民
族
文
化
圏
」
に
あ
っ
て
は
、
す
べ
て
の
社
会
関

「
係
は
共
通
の
「
民
族
的
籍
」
を
有
し
て
い
る
と
い
う
考
え
を
提
出
し
て
い
る
。
「
民
族
的
籍
」
の
生
成
は
、
文
化
に
お
け
る
形
成

蟻
と
創
造
と
霜
互
媒
介
す
る
事
実
を
示
す
か
ら
、
文
化
は
民
族
に
関
し
て
「
一
般
性
」
と
「
舞
性
」
と
が
相
互
媒
介
し
て
い
る
こ

離
と
を
示
し
て
い
る
。
文
化
が
伝
幡
可
能
な
の
は
、
文
化
が
コ
馨
」
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
伝
幡
さ
れ
た
文
化
が
「
民
族

勤
　
　
的
特
質
」
（
「
民
族
的
性
格
」
）
の
上
に
融
合
さ
れ
る
の
は
「
特
殊
性
」
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仮
設
が
本
書
で
展

齢
開
さ
れ
て
い
る
・

賀有
　
　
有
賀
が
こ
う
し
た
仮
設
を
『
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
』
に
お
い
て
明
示
的
に
展
開
す
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
明
ら
か
に
池

一
上
の
文
化
哲
学
の
影
禦
み
ら
れ
る
・
池
上
は
『
文
化
哲
塞
礎
論
』
で
独
自
な
文
化
の
難
論
毒
不
し
て
い
た
・
文
化
を
歴
史

　
　
的
に
把
握
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
存
在
形
態
か
ら
理
解
す
る
途
を
切
り
開
い
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
文
化
に
あ
っ
て
は
生

　
　
成
と
成
果
と
が
円
環
的
に
結
合
し
て
お
り
、
過
去
が
未
来
に
現
存
し
て
い
る
の
が
人
間
の
歴
史
的
1
1
現
実
的
本
質
で
あ
る
。
文
化
は

　
　
　
一
つ
の
「
被
止
揚
体
」
で
あ
り
、
時
代
を
越
え
た
超
越
性
と
「
文
化
圏
」
を
越
え
た
超
越
性
を
有
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
文
化
は

　
　
文
化
が
有
し
て
い
る
性
格
に
よ
っ
て
全
体
的
に
統
一
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
理
論
を
展
開
し
て
い
た
。

　
　
　
有
賀
は
一
定
の
範
囲
に
お
け
る
個
々
の
社
会
関
係
か
ら
種
差
を
捨
象
し
て
「
類
型
」
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は

　
3
　
　
「
相
互
転
換
の
可
能
性
」
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
有
賀
に
ょ
れ
ば
、
社
会
関
係
の
「
類
型
」
に
お
け
る
「
相
互
転
換
」
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱒

2
　
概
念
は
、
現
実
の
個
々
の
社
会
関
係
が
「
生
成
流
転
す
る
と
い
う
こ
と
の
表
象
的
意
味
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
社
会
学
的
歴
史
」

3
　
　
　
の
課
題
は
、
「
社
会
関
係
に
お
け
る
諸
類
型
の
相
互
関
係
を
時
空
間
的
関
連
に
亘
っ
て
解
明
し
て
行
く
こ
と
」
に
あ
る
。
有
賀
が
類

　
　
　
型
論
を
池
上
の
文
化
哲
学
を
踏
ま
え
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
池
上
は
特
殊
科
学
を
「
実
証
的
個
別
科
学
」
と
措

　
　
定
し
、
特
殊
科
学
は
経
験
的
領
域
を
越
え
て
妥
当
す
る
た
め
に
「
自
覚
的
超
越
」
、
す
な
わ
ち
「
事
象
的
超
越
性
」
が
必
要
で
あ
る

　
　
　
こ
と
を
説
い
て
い
た
。
有
賀
は
具
体
的
か
つ
特
殊
な
諸
形
態
を
、
「
類
型
」
を
通
し
て
そ
の
「
事
象
的
超
越
性
」
に
お
い
て
と
ら
え

　
　
　
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
。
し
か
も
、
「
類
型
」
は
時
代
を
越
え
た
超
越
性
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
池
上
に
あ
っ
て
は
理
解
さ
れ
て

一
い
た
。
有
賀
が
類
型
」
を
空
間
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
歴
史
に
お
い
て
も
見
い
出
し
て
い
た
の
は
、
池
上
の
．
」
う
し
た
考
え
を

蟻
踏
襲
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
藷
類
型
」
が
「
相
互
転
換
」
す
る
と
い
う
考
え
は
、
池
上
に
は
み
ら
れ
な
い
有

髄
賀
の
独
創
で
あ
る
。
池
上
は
梧
互
転
換
L
と
い
う
概
念
を
、
レ
ヴ
ー
・
ブ
リ
、
－
ル
の
「
未
開
社
会
」
の
研
究
か
ら
・
原
始
的
マ

軌
　
　
ソ
タ
リ
テ
ィ
L
の
あ
り
方
と
し
て
捌
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
も
っ
て
人
間
の
根
源
的
媒
介
形
態
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
っ

融
た
。
褒
は
霜
互
転
換
L
と
い
う
言
馨
池
上
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
独
自
に
用
い
た
と
思
わ
れ
る
・
有
蒙
「
諸
類
型
の
相

韻
互
転
換
論
」
農
開
し
た
背
景
に
は
、
い
ず
れ
の
類
型
」
も
共
通
の
「
民
族
的
籍
」
を
有
し
て
い
る
と
い
う
仮
設
が
前
提
さ
れ

一
て
い
る
・
歴
史
的
に
察
「
類
型
」
上
で
変
化
し
た
と
し
て
も
・
依
然
と
し
三
民
族
的
籍
L
を
蓋
に
し
て
い
る
と
仮
定
し
て

　
　
　
い
る
か
ら
こ
そ
家
の
「
諸
類
型
」
に
お
い
て
「
相
互
転
換
の
可
能
性
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仮
説
が
、
性
格

　
　
に
よ
っ
て
文
化
が
全
体
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
う
池
上
の
考
え
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
以
上
の
よ
う
な
考
え
に
た
っ
て
、
有
賀
が
「
社
会
学
的
歴
史
」
の
課
題
を
「
社
会
関
係
に
お
け
る
諸
類
型
の
相
互
関
係
を
時
空
間

　
　
的
関
連
に
亘
っ
て
解
明
し
て
行
く
こ
と
」
に
お
い
た
の
は
、
自
然
な
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ

　
　
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
「
民
族
的
特
質
の
傾
向
」
と
い
う
表
現
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
民
族
的
特
質
」
な
い
し
「
民

　
　
族
的
性
格
」
が
固
定
不
変
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
有
賀
は
日
本
に
関
し
て
「
民
族
的
特
質
の
傾
向
」
が



　
　
存
続
し
た
近
代
ま
で
を
主
に
取
り
扱
っ
た
の
で
、
「
民
族
的
特
質
」
の
変
容
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
点

　
　
は
む
し
ろ
後
学
の
課
題
と
考
え
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
　
　
　
鵬

　
　
　
昭
和
二
三
年
の
『
日
本
婚
姻
史
論
』
以
降
、
有
賀
は
そ
れ
ま
で
の
類
型
論
を
修
正
し
、
「
典
型
」
概
念
の
導
入
に
よ
っ
て
歴
史
的

　
　
個
性
を
掬
い
上
げ
る
途
を
図
っ
て
い
る
。

　
　
　
’
「
私
〔
有
賀
〕
は
、
類
概
念
の
導
入
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
文
化
の
形
態
を
類
型
の
語
を
も
っ
て
表
現
し
、
歴
史
的
個
性
的
意
義

　
　
　
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
文
化
の
形
態
を
類
型
の
語
を
も
っ
て
表
現
し
、
歴
史
的
個
性
的
意
義
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
形
態
を
典
型
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爾

　
　
表
現
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
両
者
を
区
別
し
た
い
。
」

を

　
　
　
有
賀
に
よ
れ
ば
、
「
類
型
」
は
時
代
的
に
連
続
が
可
能
で
あ
る
が
、
「
典
型
」
は
時
代
的
に
切
断
を
ほ
ど
こ
し
、
歴
史
的
変
化
の
側
面

艦
を
示
す
の
で
あ
る
・
「
類
型
」
が
具
体
的
現
実
的
意
味
竃
た
め
に
簑
型
」
が
必
要
で
あ
る
阪
「
典
型
」
が
真
に
発
展
の
観

勤
念
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
「
類
型
」
の
媒
介
が
必
要
で
あ
る
。
有
賀
は
「
典
型
」
概
念
を
導
入
し
た
．
」
と
に
よ
っ
て
、
「
類
型
」

齢
は
同
時
代
に
お
い
て
の
み
設
寄
能
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
採
り
入
れ
て
い
る
。
例
を
あ
げ
て
み
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
近
世
に
お
い

韻
て
は
肇
讐
に
関
し
て
地
主
直
営
と
農
民
請
作
の
一
；
の
「
類
型
」
が
設
定
さ
れ
う
る
。
．
、
れ
の
中
世
に
お
け
る
翼
型
L
が
そ

一
れ
そ
れ
領
主
佃
と
名
田
で
あ
る
・
近
世
は
職
能
的
身
分
制
度
が
成
立
し
て
い
て
、
地
主
は
直
営
も
お
こ
な
互
方
で
名
請
地
の
曲
嗣
作

　
　
も
さ
せ
た
。
地
主
直
営
は
多
か
っ
た
が
、
彼
ら
が
名
請
百
姓
で
あ
る
点
で
中
世
の
領
主
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
現
代
で
は
同

　
　
じ
「
類
型
」
は
存
在
し
て
も
、
職
能
的
身
分
制
度
は
存
在
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
所
有
権
の
政
治
的
意
味
も
地
租
の
性
質
も
異
な
っ

　
　
　
て
い
る
。
し
か
し
、
特
定
の
社
会
関
係
の
「
類
型
」
に
つ
い
て
は
、
後
の
「
類
型
」
は
前
の
「
類
型
」
を
地
盤
と
し
て
生
じ
る
。

　
　
　
「
典
型
」
に
お
い
て
は
切
断
・
対
立
す
る
の
で
連
続
は
可
能
で
は
な
い
が
、
　
「
類
型
」
に
お
い
て
は
連
続
が
可
能
で
あ
り
、
時
代
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

　
　
継
受
が
生
じ
る
の
で
あ
額
。
こ
の
段
階
に
至
っ
て
、
有
賀
は
池
上
と
は
異
な
っ
た
類
型
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

3
3



3
4@
　
　
四
、
有
賀
の
類
型
論
と
構
造
主
義
の
関
連
性

　
　
　
　
．
」
れ
ま
で
レ
ヴ
ィ
斐
ト
・
虫
の
構
造
主
嚢
有
す
る
方
法
論
的
特
隻
整
理
す
る
と
と
も
に
、
有
賀
喜
左
衛
門
が
展
開
し
た

　
　
　
類
型
論
を
池
上
鎌
三
の
文
化
哲
学
を
通
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
・
以
上
を
踏
ま
え
て
・
両
者
の
関
連
性

　
　
　
を
検
討
す
る
．
」
と
に
し
よ
う
。
レ
ヴ
ィ
斐
ト
ロ
ー
ス
の
方
法
論
的
特
性
璽
「
全
体
性
」
、
「
変
纏
」
・
「
不
変
の
特
性
」
の
三
つ

　
　
　
に
要
約
す
る
．
」
と
が
で
き
た
。
．
」
れ
ら
三
つ
の
特
性
が
、
有
賀
の
類
型
論
に
み
ら
れ
る
か
否
か
以
下
で
考
察
し
て
み
よ
う
・

讐
軽
嚢
報
嘱
の
場
、
．
、
社
会
は
文
化
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
た
め
、
社
会
学
的
方
法
論
が
文
化
の
理
解
の
仕

餓
有
賀
に
お
い
て
は
、
「
塑
は
旦
の
「
民
婆
化
圏
」
に
お
け
る
同
時
代
で
同
難
の
社
会
関
係
に
お
い
て
設
寄
能
で
あ

難
っ
た
。
そ
し
て
、
「
類
型
」
に
お
い
て
は
、
個
々
の
社
会
関
係
は
歴
史
的
に
「
相
互
転
換
の
可
能
性
」
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

認
藤
鍵
鍵
纏
鐙
瀧
藤
鎗
の
擁
縁
鑓
籍
舞
欝
、
蓉

　
　
い
る
（
「
民
族
的
特
質
」
の
相
互
浸
透
）
と
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
　
　
有
賀
の
．
」
う
し
た
社
会
学
的
方
法
に
あ
っ
て
は
、
「
全
体
性
」
が
つ
ぎ
の
四
つ
の
局
面
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き

　
　
る
。
；
は
、
里
の
「
民
族
文
化
圏
の
同
時
代
同
難
の
社
会
関
係
、
二
つ
め
は
、
里
の
「
民
婆
化
圏
」
の
暴
る
時
代

　
　
の
同
難
の
社
会
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
局
面
の
「
全
体
性
」
に
あ
っ
て
は
、
「
類
型
」
間
の
「
相
互
覆
の
罷
性
」
が
想
定

　
　
さ
れ
て
い
る
。
三
つ
め
は
、
里
の
「
民
婆
化
圏
」
の
異
難
の
社
会
関
係
、
最
後
に
、
人
類
の
文
化
が
「
民
婆
化
圏
」
を
越

　
　
え
て
も
つ
コ
般
性
L
で
あ
る
。
、
、
れ
ら
後
者
の
二
局
面
の
「
全
体
性
」
に
あ
っ
て
は
・
「
類
型
」
設
定
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
・



　
　
し
た
が
っ
て
、
「
類
型
」
間
の
「
相
互
転
換
の
可
能
性
」
も
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
以
上
か
ら
、
最
初
の
二
つ
の
「
全
体
性
」
に
お
い

　
　
て
「
類
型
」
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
類
型
」
間
の
「
相
互
転
換
の
可
能
性
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ

　
　
で
、
レ
ヴ
ィ
H
ス
ト
ロ
ー
ス
が
い
う
「
変
換
性
」
は
、
有
賀
の
い
う
「
相
互
転
換
の
可
能
性
」
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
レ

　
　
ヴ
ィ
H
ス
ト
ロ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
一
定
の
型
に
よ
っ
て
し
か
「
変
換
」
が
可
能
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
れ

　
　
た
い
。
と
す
る
と
、
有
賀
の
類
型
論
の
中
に
「
全
体
性
」
と
「
変
換
性
」
の
二
つ
の
特
性
を
見
い
出
す
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
有
賀
に
あ
っ
て
は
、
「
諸
類
型
の
相
互
転
換
の
可
能
性
」
は
、
「
諸
類
型
」
が
共
通
の
「
民
族
的
性
格
」
（
「
民
族
的
特
質
」
）
を
有

一
し
て
い
る
と
い
う
仮
設
に
萎
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
類
型
」
は
「
変
換
」
（
「
相
互
覆
」
）
し
て
も
な
お
「
民
族
的
籍
」

蟻
（
「
民
族
的
特
筥
）
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
．
」
の
場
合
、
「
民
族
的
特
質
」
は
レ
ヴ
ィ
H
ス
ト
ロ
ー
ス
の
い
う
「
不

離
変
の
特
性
」
と
同
養
あ
る
と
考
え
る
．
」
と
は
で
き
な
い
。
有
賀
は
『
呆
家
族
制
度
と
小
作
制
度
』
な
ど
に
お
い
て
は
当
初
「
民

靴
族
的
籍
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
た
が
、
そ
の
後
じ
き
に
「
民
族
的
讐
」
と
い
う
概
念
を
同
義
的
に
用
い
て
い
る
。
こ
う
し

齢
た
表
現
の
変
化
は
、
；
に
は
、
「
民
族
的
籍
」
が
社
会
関
係
に
お
い
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
罠
族
的
讐
L

韻
は
社
会
関
係
の
み
で
は
な
く
社
会
音
識
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
相
違
を
示
し
て
い
る
。
も
ゑ
つ
は
、
「
民
族
的
特

一
質
」
が
民
族
の
讐
的
傾
向
、
す
な
わ
ち
讐
の
歴
史
的
変
化
と
い
う
意
味
を
よ
り
明
確
に
表
わ
し
て
い
る
と
い
う
相
違
を
も
の
が

　
　
　
た
っ
て
い
る
。
当
初
、
有
賀
は
「
同
一
種
類
の
社
会
関
係
の
諸
類
型
の
相
互
関
係
－
相
互
転
換
の
可
能
性
1
は
一
定
の
条
件
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
下
で
は
各
時
代
を
通
じ
て
不
変
で
あ
島
と
述
べ
て
い
た
。
翼
型
」
概
念
を
導
入
し
て
以
降
は
、
「
諸
類
型
の
相
囁
係
の
形
態
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ

　
　
　
つ
い
て
は
時
代
に
よ
っ
て
歴
史
的
個
性
の
ち
が
い
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
簡
単
に
不
変
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
修
正
し
て

　
　
　
い
る
。
「
不
変
」
と
い
う
表
現
は
適
当
で
は
な
く
、
「
社
会
関
係
の
時
代
的
変
化
の
基
盤
と
し
て
民
族
的
特
質
が
作
用
し
て
い
る
」

　
　
　
と
い
う
表
現
を
用
い
た
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
あ
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
民
族
的
特
質
」
は
「
不
変
の
特
性
」
と
同

3
5
@
義
に
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
「
民
族
的
特
質
」
は
ピ
ア
ジ
ヱ
の
い
う
「
自
己
制
御
」
に
む
し
ろ
近



6
　
　
い
か
も
し
れ
な
い
。

3
　
　
　
そ
こ
で
、
有
賀
が
展
開
し
た
家
連
合
の
類
型
論
を
と
り
あ
げ
て
さ
ら
に
考
察
を
す
す
め
て
み
た
い
。
有
賀
は
家
連
合
の
「
類
型
」

　
　
と
し
て
「
同
族
結
合
」
と
「
組
結
合
」
の
二
つ
を
設
定
し
て
い
る
。
有
賀
は
両
方
に
共
通
し
て
い
る
性
格
と
し
て
家
の
連
合
（
家
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱒

　
　
位
の
結
合
）
を
あ
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
二
つ
の
「
類
型
」
は
「
相
互
転
換
」
し
て
も
な
お
家
の
連
合
と
い
う
共
通
の
性
格
を
有

　
　
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
「
全
体
性
」
は
日
本
の
家
連
合
に
お
い
て
、
「
変
換
性
」
は
「
相
互
転
換
の
可
能
性
」

　
　
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
「
全
体
性
」
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
同
時
代
の
場
合
と
異
な
る
時
代

一
の
場
A
．
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
．
」
と
が
で
き
る
。
同
時
代
の
場
A
・
は
、
二
つ
の
「
類
型
」
は
時
代
的
個
隻
砦
し
、
「
民
族
的
特

蟻
質
」
な
い
し
「
民
族
的
性
格
」
も
共
通
に
し
て
い
る
。
異
な
る
時
代
の
場
A
・
は
、
時
代
的
個
隻
異
に
し
、
「
民
族
的
讐
」
あ
る

離
い
は
「
民
族
的
籍
」
も
変
化
し
て
い
る
。
有
賀
箕
体
的
に
讃
民
族
的
特
質
L
（
「
民
族
的
籍
」
）
を
豪
と
同
族
L
と
考
え
て

戦
　
　
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
き
た
と
考
え
て
い
融
。
異
な
る
時
代
ど
う
し
で
は
政
治
・
経
済
な
ど
全
体
社
会
が
異

融
な
っ
て
い
る
た
め
、
家
も
そ
の
籍
を
変
え
て
い
る
・
同
楚
関
し
て
は
・
有
賀
は
近
代
ま
で
存
続
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
・
家

賀有
　
　
の
連
合
に
し
て
も
、
時
代
が
異
な
れ
ば
連
合
す
る
家
そ
れ
自
体
の
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
家
の
連
合
も
そ
の
性
格
を
異
に
し

一
て
い
る
と
い
え
る
・
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
ず

　
　
　
以
上
か
ら
、
同
時
代
の
場
合
で
は
、
「
相
互
転
換
」
し
て
も
二
つ
の
「
類
型
」
　
の
間
に
は
同
一
の
「
民
族
的
特
質
」
（
「
民
族
的
性

　
　
格
」
）
が
想
定
さ
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
は
「
民
族
的
特
質
」
を
「
不
変
の
特
性
」
と
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
異
な

　
　
る
時
代
の
場
合
で
は
、
時
代
的
個
性
が
異
な
る
こ
と
か
ら
「
民
族
的
特
質
」
（
「
民
族
的
性
格
」
）
が
変
化
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
こ
の
場
合
は
「
傾
向
的
特
性
」
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
前
者
の
場
合
を
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
に
な
ら
っ
て
図
示
す
れ
ば

　
　
図
3
の
よ
う
に
表
わ
せ
る
だ
ろ
う
。
後
者
の
場
合
に
は
、
家
と
い
う
形
は
判
別
で
き
る
が
、
多
少
歪
ん
だ
形
で
表
わ
す
こ
と
に
な
る

　
　
か
も
し
れ
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
と
有
賀
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
方
法
論
的
相
違
は
、
結
局
論
じ
て
い
る
次
元
の
相
違
に
帰



着
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
レ
ヴ
ィ
”
ス
ト
ロ
！
ス
が
人
間
に
先
立
っ

駄
て
存
在
す
る
意
味
の
原
初
的
発
生
の
場
で
あ
る
「
無
意
識
の
構
造
」
を

問
題
に
し
た
の
に
対
し
て
、
有
賀
は
社
会
的
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
る
文

化
の
構
造
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
　
　
　
五
、
む
す
び
に
か
え
て

離
肪
　
　
　
　
　
　
　
　
を
の
り
整
て
い
る
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
。
彼

鰻
鯉
　
　
6
　
　
　
と
し
て
新
養
ラ
ダ
イ
ム
奮
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
．

有
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
で
、
社
会
学
に
お
い
て
は
、
人
類
学
と
異
な
っ
て
、
構
造
主

　
　
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
，
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
社
会
学
は
哲
学
に
な
ら
っ
て
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
族
　
　
，
　
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
社
会
学
に
と
っ
て
構
造
主
義
を
真
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
生
か
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
経
験
科
学
に
と
っ
て
事
実
に
基
づ
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
論
議
は
す
ぐ
に
消
え
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

　
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
筆
者
の
試
み
は
、
経
験
科
学
の
観
点
か
ら
構
造
主
義
を
解
体
す
る
こ
と



3
8
@
で
あ
る
と
い
え
る
。
本
稿
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
上
に
た
っ
て
、
有
賀
社
会
学
の
方
法
の
中
に
レ
ヴ
ィ
翻
ス
ト
ロ
ー
ス
の
構
造
主

　
　
義
に
つ
な
が
る
方
法
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
新
し
い
要
因
を
発
見
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
明
ら
か

　
　
　
に
さ
れ
た
新
し
い
要
因
を
整
理
し
て
結
び
と
し
た
い
。

　
　
　
　
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
は
「
構
造
」
が
「
無
意
識
」
の
思
考
作
用
に
ょ
っ
て
形
成
さ
れ
、
諸
現
象
を
説
明
す
る
汎
歴
史
的
な
潜
在

　
　
的
構
造
と
考
え
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
有
賀
は
社
会
意
識
を
通
し
て
、
な
お
か
つ
歴
史
的
に
「
民
族
的
特
質
」
（
社
会
関
係
と
社
会

　
　
意
識
の
両
方
を
含
む
）
に
よ
っ
て
「
構
造
」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。
そ
の
た
め
、
社
会
関
係
の
意
味
が
、
社
会
関
係
そ
れ

一
自
体
の
糞
に
も
と
め
ら
れ
る
．
」
と
な
く
、
罠
族
的
醤
L
が
形
成
す
る
「
構
造
」
に
も
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
有

蟻
賀
が
「
構
造
」
を
歴
史
的
に
社
会
意
識
を
介
し
て
措
定
し
た
．
」
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
藩
造
」
を
意
識
を
介
し
姦
型
論
の
レ

離
ベ
ル
に
措
定
す
る
．
」
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
来
「
現
象
レ
ベ
ル
」
繕
造
を
設
定
し
た
考
え
方
は
、
ラ
ド
グ
リ
フ
｝

軋
一
フ
ウ
ソ
等
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
関
係
を
構
造
と
考
え
た
た
め
、
歴
史
的
変
化
と
と
も
に
構
造
が
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ

齢
た
。
こ
う
し
た
従
来
の
構
造
論
と
は
暴
っ
て
、
有
賀
は
社
会
関
係
を
類
型
論
と
し
て
展
開
す
る
と
と
も
に
・
「
類
型
」
ぎ
し
が

韻
相
互
に
転
換
す
る
と
い
う
考
え
方
を
採
り
入
れ
た
・
有
賀
は
こ
う
し
た
方
法
を
も
っ
て
機
能
嚢
を
の
り
整
よ
う
と
し
た
の
で
あ

一
っ
た
。
芳
、
レ
ヴ
ド
ス
占
麦
も
機
能
嚢
を
整
ゑ
の
と
し
て
構
造
主
華
唱
え
た
こ
と
篤
知
で
あ
ろ
う
・
機
能
主

　
　
義
の
超
克
、
単
線
的
歴
史
発
展
論
の
批
判
等
、
共
通
の
時
代
状
況
を
両
者
が
共
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
有
賀
が
構
造
概
念
を
上
記
の
意
味
で
用
い
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
構
造
主
義
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
有
賀
の
類
型
論
の
中

　
　
に
「
構
造
」
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
構
造
」
は
汎
歴
史
的
に
人
間
に
先
立
つ
潜
在

　
　
的
構
造
と
し
て
措
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
社
会
意
識
を
介
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
有
賀
の
類

　
　
型
論
は
構
造
主
義
に
新
た
な
展
開
へ
の
途
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

①
　
本
稿
は
拙
稿
「
交
換
理
論
の
形
態
と
論
理
－
有
賀
喜
左
衛
門
と
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ス
ト
ロ
！
ス
の
交
換
理
論
を
比
較
し
て
ー
」
『
社
会
学
評

　
論
』
二
二
六
、
一
九
八
四
を
踏
ま
え
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
参
考
さ
れ
た
い
。

②
　
レ
ヴ
ィ
ー
ー
ス
ト
ロ
：
ス
、
大
橋
保
夫
編
『
構
造
・
神
話
・
労
働
』
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
九
、
三
七
頁
。
　
〔
　
〕
は
筆
者
。

⑧
　
同
書
　
四
〇
頁
よ
り
一
部
削
除
し
て
作
成
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
：
　
　
　
　
　
匂
　
　
　
　
　
　
「
・
．

ω
　
聞
団
β
。
U
9
”
『
ご
ト
恥
論
、
§
ミ
ミ
N
鋳
ミ
♪
℃
霞
戸
℃
°
q
°
閃
こ
一
8
Q
。
り
℃
で
゜
α
ム
9
（
滝
沢
、
佐
々
木
訳
『
構
造
主
義
』
ク
セ
ジ
ュ
文
庫
、

　
　
　
　
　
　
一
九
七
〇
、
コ
ご
1
二
五
頁
）
。
　
・

一
義
　

⑤
9
・
ヵ
。
ヨ
§
冒
ぎ
げ
ω
。
口
。
巳
寓
。
同
H
一
ω
出
鋤
＝
①
・
、
§
駄
自
ミ
§
鮭
斜
N
恥
ミ
ト
§
隣
§
磯
馬
・
蜜
。
ロ
梓
。
昌
・
お
α
①
・

遊
　
⑥
レ
ヴ
・
豊
占
支
は
『
神
話
の
論
理
学
工
』
の
中
で
ぎ
鷺
ヨ
・
曼
喜
σ
・
喜
曳
と
象
ど
を
呼
ん
で
い
る
が
、
三
」
で
は

騰
　
　
「
ウ
・
ネ
バ
ゴ
族
の
四
つ
の
神
話
」
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
神
話
群
（
§
α
・
§
昆
；
浮
…
）
」
（
嚢
ぎ
喜
喩
・
・
ミ
§
ミ
・

欝
　
§
リ
コ
β
§
る
暴
）
と
い
う
呼
び
方
を
播
し
て
い
る
。

難
　
⑦
レ
ヴ
歪
ス
ト
7
ス
、
大
藻
夫
編
『
構
造
・
神
話
・
労
働
』
、
七
七
↓
八
頁
．

補

　
　
　
　
　
⑧
　
国
ε
①
f
臼
ご
o
眉
゜
。
搾
“
で
゜
。
。
P
（
同
書
　
一
〇
一
頁
）
。

　
　
　
　
　
⑨
　
前
掲
拙
稿
、
参
照
。

　
　
　
　
　
⑩
　
有
賀
が
池
上
鎌
三
の
『
文
化
哲
学
基
礎
論
』
に
学
ん
だ
事
実
は
、
池
上
隆
祐
、
竹
内
利
美
、
中
野
卓
、
米
地
実
等
に
よ
っ
て
従
来
指
摘
さ

　
　
　
　
　
　
れ
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
内
容
に
深
く
た
ち
入
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
内
容
に
ま
で
た
ち
入
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
管
見
で
は
、

　
　
　
　
　
　
鳥
越
皓
之
が
「
有
賀
社
会
学
に
み
る
生
活
把
握
の
方
法
」
『
現
代
社
会
の
実
証
的
研
究
i
東
京
教
育
大
学
社
会
学
教
室
最
終
論
文
集
1
』

　
　
　
　
　
　
一
九
七
七
の
中
で
若
干
試
み
て
い
る
く
ら
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
ノ
　
’
．

　
　
　
　
　
⑪
、
⑫
　
池
上
鎌
三
『
文
化
哲
学
基
礎
論
』
、
岩
波
書
店
、
昭
和
一
四
年
、
三
頁
。
な
お
、
本
稿
で
は
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
な
お
し
て
記
述
し

　3
　
　
　
　
　
て
い
る
。
以
下
同
様
。



0
　
　
　
　
⑬
　
同
書
　
一
八
頁
。

4
　
　
　
　
　
⑭
　
同
書
　
二
ニ
ー
二
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌢
　
　
　
　
　
：
　
　
　
　
　
↓
　
°
　
幽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
！
　
：

　
　
　
　
　
⑮
、
⑯
　
こ
ん
に
ち
一
般
に
「
未
開
社
会
」
、
「
未
開
人
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
池
上
が
本
書
で
用
い
て
い
る
「
自
然
民
族
」
、

　
　
　
　
　
　
「
自
然
人
」
と
い
う
用
語
を
そ
の
ま
ま
こ
こ
で
も
使
用
し
た
。
な
お
、
「
原
始
民
族
」
、
「
原
始
人
」
と
い
う
言
葉
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
⑰
　
同
書
　
六
六
頁
。

　
　
　
　
　
⑱
　
同
書
　
九
四
頁
。

　
　
　
　
　
⑲
　
同
書
　
一
四
九
－
一
五
二
頁
。

を

　
　
　
　
　
㈲
　
同
書
　
一
五
五
頁
。

遊
　
⑳
同
書
ニ
ハ
三
⊥
六
四
耳
　
　
　
・
リ
　
　
ヤ
　
・
　
、
，

騰
　
幽
同
書
天
七
頁
。

欝
　
㈱
同
書
天
八
頁
、
二
三
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
し
’
　
　
㌧

難
　
⑳
同
書
蓋
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

哺
諮
童
．
臥
i
～
輯
工
葦
　
　
、

　
　
　
　
　
㈱
　
同
書
、
一
二
一
頁
。

　
　
　
　
　
⑳
　
有
賀
喜
左
衛
門
、
「
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
」
『
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集
1
』
、
未
来
社
、
一
九
六
六
、
一
〇
八
頁
。
以
下
、
『
著
作
集
』

　
　
　
　
　
・
と
略
記
。
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
鋤
有
賀
「
日
本
上
代
の
家
と
村
落
」
『
著
作
集
皿
』
、
一
九
六
九
、
三
一
頁
。

　
　
　
　
　
㈱
　
有
賀
「
社
会
関
係
の
基
礎
構
造
と
類
型
の
意
味
」
　
『
著
作
集
皿
』
、
一
九
六
九
、
一
二
三
頁
。

　
　
　
　
　
働
　
有
賀
「
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
」
『
著
作
集
1
』
、
二
五
頁
。



　
　
　
　
⑳
　
有
賀
「
社
会
関
係
の
基
礎
構
造
と
類
型
の
意
味
」
　
『
著
作
集
田
』
、
＝
一
一
頁
。

　
　
　
　
㈱
　
同
書
　
一
一
五
頁
。
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
㈹
　
有
賀
「
封
建
遺
制
の
分
析
」
『
著
作
集
W
』
、
一
九
六
七
、
二
二
頁
。
　
〔
　
〕
は
筆
者
。

　
　
　
　
　
鉤
　
同
書
　
　
一
八
－
二
三
頁
。

　
　
　
　
　
働
　
有
賀
「
社
会
関
係
の
基
礎
構
造
と
類
型
の
意
味
」
『
著
作
集
㎎
』
、
一
二
三
頁
。

　
　
　
　
　
鰺
　
有
賀
「
追
記
t
『
社
会
関
係
の
基
礎
構
造
と
類
型
の
意
味
』
に
つ
い
て
」
『
著
作
集
田
』
、
四
五
八
頁
。

　
　
　
　
　
鱒
　
有
賀
「
村
落
共
同
体
と
家
」
『
著
作
集
X
』
、
一
九
七
一
、
一
二
三
頁
。

一
　
㈹
中
野
卓
豪
と
同
族
t
社
会
κ
類
学
と
社
会
学
の
協
力
の
た
め
に
ー
L
『
商
家
同
族
団
の
研
究
第
二
版
魁
、
黍
社
、
一
突

搬
　
一
・
八
四
六
頁
・
甕
は
「
民
族
的
讐
の
傾
向
を
生
ぜ
し
め
る
有
力
な
る
欝
の
；
」
と
し
て
、
宗
教
と
政
治
に
対
す
る
「
人
間
呈

髄
　
の
力
の
存
在
の
懇
」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
褻
は
必
ず
し
も
＋
分
展
開
し
て
い
な
い
が
（
晩
年
宗
教
に
つ
い
て
は
論
じ

靴
　
　
て
い
る
）
、
人
類
学
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
轟
な
視
占
描
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

融韻一
4
1




