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紹介と批評

重
層
的
構
造
に
つ
い
て

　
1
有
末
賢
『
現
代
大
都
市
の
重
層
的
構
造
』

　
　
　
　
　
を
読
む
ー

1

　
過
剰
と
軽
薄
と
が
同
居
す
る
出
版
物
の
氾
濫
の
中
で
、
一
冊
の
重

厚
な
、
存
在
感
の
あ
る
本
が
上
梓
さ
れ
た
。
有
末
賢
著
『
現
代
大
都

市
の
重
層
的
構
造
』
で
あ
る
。
全
体
で
m
部
1
0
章
か
ら
な
る
本
書
は
、

著
者
の
長
年
に
わ
た
る
理
論
と
実
証
の
成
果
を
満
載
し
て
お
り
、
読

後
感
の
充
実
し
た
手
応
え
は
本
書
な
ら
で
は
の
こ
と
で
あ
る
。
い
う

ま
で
も
な
く
、
本
書
は
都
市
社
会
学
を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
都
市
社
会
学
の
支
配
的
動
向
に
常
に
懐
疑
的
に
接
し
て
き

た
評
者
か
ら
す
れ
ば
、
本
書
は
都
市
社
会
学
に
お
さ
ま
ら
な
い
内
容

を
豊
か
に
湛
え
て
い
る
点
に
最
大
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。
さ
し

あ
た
り
、
本
書
を
走
り
抜
け
に
概
観
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
第
－
部
で
あ
る
が
、
第
1
章
で
本
書
全
体
の
キ
ー
ノ
ー
ト
を

な
す
時
間
的
重
層
性
、
空
間
的
重
層
性
、
人
間
的
重
層
性
の
概
念
が

提
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
が
都
市
に
お
け
る
伝
統
性
や
歴
史

性
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
構
造
や
階
級
・
階
層
構
成
と
共
振
し
、
ひ
い

て
は
意
味
の
重
層
性
に
み
ち
び
か
れ
る
理
論
地
平
が
あ
き
ら
か
に
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
年
齢
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
な
ど
を
切
片
と
し
て
開
示
さ
れ
る
意
味
の
重
層
性
に
、

著
者
の
熱
い
ま
な
ざ
し
が
そ
そ
が
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
第
2
章
で

は
、
地
域
社
会
研
究
の
研
究
史
的
サ
ー
ベ
イ
に
も
と
づ
い
て
、
地
域

社
会
研
究
を
つ
ら
ぬ
く
四
つ
の
領
域
（
民
俗
文
化
、
地
方
制
度
、
地

域
行
政
、
地
域
文
化
）
か
ら
の
分
析
視
角
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
が
、

こ
こ
で
と
く
に
地
域
文
化
論
に
た
い
す
る
都
市
社
会
学
の
意
義
と
課

題
に
つ
い
て
考
察
が
な
さ
れ
、
地
域
社
会
研
究
に
生
活
・
文
化
論
的

視
点
を
導
入
す
る
意
味
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
、

都
市
的
生
活
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
生
活
文
化
論
の
地
平
で
浮
き
彫

り
に
し
よ
う
と
す
る
著
者
の
ス
タ
ン
ス
が
色
濃
く
影
を
落
と
し
て
い

る
。
第
3
章
で
は
、
国
際
化
、
情
報
化
と
パ
ラ
レ
ル
に
進
展
し
た

「
世
界
都
市
化
」
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
、
評
者
の
言
葉
を
使
え
ば
「
都

市
社
会
学
の
空
間
論
的
転
回
」
を
強
力
に
誘
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
シ
カ
ゴ
学
派
に
特
有
の
「
自
然
と

し
て
の
空
問
」
、
「
文
化
と
し
て
の
空
間
」
か
ら
「
新
し
い
都
市
社
会
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学
」
（
器
妻
弩
訂
昌
ω
8
巨
o
讐
）
に
見
ら
れ
る
「
関
係
と
し
て
の
空

問
」
、
「
媒
介
と
し
て
の
空
間
」
へ
の
概
念
的
シ
フ
ト
を
介
し
て
確
認

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
空
間
の
多
義
性
へ
の
着
目
が
現
代
大

都
市
の
重
層
的
構
造
の
解
明
の
糸
口
と
な
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

　
「
先
進
資
本
主
義
国
の
大
都
市
構
造
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
冠
し

た
第
H
部
で
は
、
ま
ず
第
4
章
に
お
い
て
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
階
級
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
座
を
据
え
て
変
貌
す
る
イ
ギ
リ
ス
社
会
へ
の
接
近
が

こ
こ
ろ
み
ら
れ
、
そ
れ
と
の
相
即
関
係
に
お
い
て
ロ
ン
ド
ン
の
都
市

構
造
、
と
り
わ
け
空
間
的
分
離
の
諸
相
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
そ

こ
で
描
出
さ
れ
る
都
市
構
造
の
貌
は
き
わ
め
て
多
面
的
で
錯
綜
し
た

様
相
を
呈
し
て
い
る
が
、
第
5
章
で
は
、
都
心
居
住
に
焦
点
化
し
て

そ
の
多
面
性
、
複
雑
性
の
解
読
が
な
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
都

市
化
過
程
に
遡
及
し
て
確
認
さ
れ
る
都
心
居
住
の
パ
タ
ー
ン
は
、
ク

ラ
ス
タ
ー
、
同
心
円
的
分
布
、
社
会
的
地
位
の
布
置
構
成
と
い
う
形

態
を
と
る
、
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
を

貫
く
都
心
居
住
の
問
題
構
制
は
、
海
の
こ
ち
ら
側
で
取
り
沙
汰
さ
れ

て
き
た
い
わ
ゆ
る
東
京
プ
ロ
ブ
レ
ム
ズ
の
諸
相
を
も
通
底
す
る
と
い

う
の
が
、
著
者
の
主
張
で
あ
る
。
第
6
章
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
意

識
に
沿
っ
て
、
中
央
区
佃
・
月
島
地
区
、
港
区
台
場
地
区
、
新
宿
区

西
戸
山
地
域
な
ど
の
事
例
分
析
を
介
し
て
、
都
心
居
住
の
実
態
が
詳

述
さ
れ
る
。
著
者
は
こ
こ
で
、
ロ
ン
ド
ン
と
の
比
較
で
浮
か
び
上
が

る
類
似
性
よ
り
も
む
し
ろ
違
い
に
、
す
な
わ
ち
住
宅
階
層
、
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
の
差
異
に
周
到
な
目
配
り
を
し
、
「
東
京
化
」
の
プ
ロ
セ

ス
が
「
経
済
」
に
偏
し
た
空
問
的
分
離
（
↓
社
会
的
分
離
）
で
あ
っ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
著
者
が
選
ん
だ
事
例
の
も
つ
個
性
は
否
定

で
き
な
い
に
し
て
も
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
最
初
に
指
摘
し
て
以
降
、
折

に
ふ
れ
て
言
及
さ
れ
て
き
た
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
そ

し
て
階
級
の
問
題
を
深
く
内
在
さ
せ
て
き
た
「
近
代
」
ロ
ン
ド
ン
の

「
下
方
爆
発
」
（
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
状
態
』
）
が
、

「
現
代
」
東
京
に
お
い
て
な
ぜ
ジ
ェ
ン
ト
リ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し

て
し
か
現
象
し
な
か
っ
た
の
か
が
、
こ
こ
で
は
暗
黙
裡
に
説
き
あ
か

さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
第
皿
部
で
は
、
一
転
し
て
都
市
民
俗
文
化
に
目
が
向
け
ら
れ

る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
第
7
章
で
「
都
市
民
俗
学
」
へ
の
疑
義
を
提

示
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
著
者
自
身
の
都
市
文
化
の
変
動
へ
の
基
本

的
立
場
の
推
敲
が
な
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
都
市
民
俗
学
」

に
お
い
て
あ
い
ま
い
に
さ
れ
て
き
た
、
伝
承
母
胎
と
社
会
変
動
の
ト

レ
ー
ガ
ー
、
都
市
的
生
活
様
式
、
都
市
の
社
会
関
係
と
エ
ス
ニ
シ
テ

ィ
な
ど
に
か
か
わ
る
諸
問
題
に
ど
う
接
近
す
る
か
が
、
都
市
民
俗
研

究
の
要
に
な
る
、
と
い
う
。
第
8
章
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
視
角
か

ら
佃
・
月
島
の
祭
祀
組
織
の
い
っ
そ
う
微
に
入
っ
た
分
析
が
お
こ
な

わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
佃
島
の
祭
り
を
祭
礼
の
内
部
構
造
、
月
島
の
祭
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り
を
外
部
構
造
と
し
た
上
で
、
そ
れ
じ
た
い
、
地
域
社
会
構
造
の
一

つ
の
反
映
と
し
て
あ
る
内
部
構
造
と
外
部
構
造
の
関
係
を
、
地
縁
性

と
そ
の
変
化
に
即
し
て
ト
レ
ー
ス
し
て
い
る
。
次
い
で
第
9
章
で
は
、

第
8
章
の
問
題
意
識
の
延
長
線
上
で
、
佃
・
月
島
地
区
の
地
域
集
団

（
祭
祀
組
織
）
と
歴
史
的
生
活
環
境
に
基
づ
い
て
イ
ン
ナ
ー
シ
テ
ィ

問
題
が
観
望
さ
れ
る
。
著
者
は
こ
こ
で
イ
ン
ナ
ー
シ
テ
ィ
問
題
の
プ

ロ
ト
タ
イ
プ
を
見
い
出
す
と
と
も
に
、
大
都
市
が
再
生
さ
れ
、
再
活

性
化
さ
れ
、
し
か
も
結
果
と
し
て
ミ
ク
ロ
分
析
が
彫
琢
さ
れ
る
社
会

的
実
験
室
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
想
到
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

と
こ
ろ
で
最
後
の
第
1
0
章
で
は
、
前
章
、
前
々
章
の
展
開
を
受
け
て
、

大
都
市
構
造
の
変
動
の
な
か
で
の
「
伝
統
と
変
化
」
の
意
味
が
検
討

さ
れ
る
。
著
者
は
そ
の
際
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
開
発
を
高
度
都

市
化
、
ア
メ
ニ
テ
ィ
空
間
、
親
水
空
間
の
戦
略
的
要
と
位
置
づ
け
た

上
で
、
佃
祭
り
の
変
遷
か
ら
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
「
伝
統
と
変
化
」

に
立
ち
返
っ
て
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
開
発
の
可
能
性
を
さ
ぐ
り
出

そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
著
者
は
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
大
都
市
の
重
層
的
構
造
の
解
明
に
向
け
て
の
貴
重
な
一
里
塚
が
形

成
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

2
こ
う
み
て
い
く
と
、
あ
ら
た
め
て
本
書
は
著
者
有
末
氏
の
積
年
に

お
よ
ぶ
問
題
意
識
が
見
事
に
結
晶
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

本
書
は
み
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
－
部
の
精
緻

な
理
論
的
展
開
を
べ
ー
ス
に
し
て
、
第
H
、
m
部
で
そ
の
周
到
な
応

用
が
は
か
ら
れ
る
と
い
っ
た
全
体
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
全

体
の
構
成
の
わ
か
り
や
す
さ
に
加
え
て
、
本
書
の
特
徴
を
な
し
て
い

る
の
は
、
都
市
民
俗
研
究
の
新
し
い
地
平
を
き
り
ひ
ら
き
た
い
と
す

る
著
者
の
意
欲
が
随
所
に
見
え
か
く
れ
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
著
者

は
こ
の
都
市
民
俗
研
究
（
↓
都
市
社
会
学
）
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
、

大
都
市
の
重
層
的
構
造
の
別
挟
を
介
し
て
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す

る
。
そ
し
て
方
法
（
論
）
的
に
は
理
論
と
実
証
、
マ
ク
ロ
分
析
と
ミ

ク
ロ
分
析
を
き
り
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
く
だ
く
だ
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
本
書
を
貫
く
著
者
の
問
題

意
識
は
き
わ
め
て
明
晰
で
あ
る
。
全
体
の
見
取
り
図
の
な
か
で
の

個
々
の
論
文
の
配
置
も
そ
れ
な
り
の
整
合
性
を
も
っ
て
お
り
、
や
や

も
す
れ
ば
論
文
集
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
、
こ
の
種
の
先
行
作
品
群

が
陥
っ
て
い
た
弊
か
ら
も
免
れ
て
い
る
（
そ
も
そ
も
本
書
が
既
発
表

論
文
の
集
大
成
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
こ
そ
、
上
述
の
整
合
性
に

は
著
者
の
並
々
な
ら
ぬ
努
力
の
跡
が
う
か
が
え
る
）
。
加
え
て
、
第

㎜
部
に
お
け
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
か
ら
は
そ
れ
な
り
に
個
別
事
例
の
も
つ

重
み
が
伝
わ
っ
て
き
て
、
都
市
民
俗
世
界
の
深
さ
と
拡
が
り
と
い
っ

た
も
の
に
た
い
し
て
、
あ
ら
た
め
て
想
像
力
が
か
き
た
て
ら
れ
る
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
本
書
は
、
評
者
に
と
っ
て
そ
こ
か
ら
様
々
な
可
能
性

が
拡
が
っ
て
い
く
、
刺
戟
に
富
む
作
品
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。

　
し
か
し
正
確
に
い
う
と
、
評
者
が
手
応
え
を
感
じ
る
と
先
に
記
し

た
の
は
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
で
は
な
い
。
む
し
ろ
本
書
が
も
つ

ポ
レ
ミ
ー
ク
な
性
格
か
ら
派
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
ま
ぎ
れ

も
な
く
、
こ
れ
ま
で
支
配
的
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
都
市
社
会
学
に
た

い
し
て
一
定
の
緊
張
関
係
を
維
持
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り

で
「
新
し
い
都
市
社
会
学
」
の
理
論
動
向
に
も
そ
れ
な
り
に
目
配
り

を
し
て
い
る
。
し
か
し
著
者
が
支
配
的
な
都
市
社
会
学
に
対
峙
す
る

の
は
、
基
本
的
に
は
都
市
文
化
論
、
換
言
す
る
と
刷
新
さ
れ
た
都
市

民
俗
研
究
の
理
論
地
平
に
お
い
て
で
あ
る
。
（
あ
る
い
は
こ
う
言
う

と
、
い
ま
述
べ
た
こ
と
と
矛
盾
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
も
そ
も

本
書
に
は
、
都
市
社
会
学
へ
の
批
判
的
視
座
の
上
に
都
市
文
化
論
を

練
り
上
げ
よ
う
と
す
る
側
面
と
、
都
市
文
化
論
の
推
敲
を
介
し
て
都

市
社
会
学
論
〈
著
者
の
い
う
「
新
し
い
」
都
市
社
会
学
〉
を
展
開
し

よ
う
と
す
る
側
面
と
が
混
在
し
て
い
る
。
）
評
者
に
よ
れ
ば
、
「
新
し

い
都
市
社
会
学
」
と
都
市
文
化
論
と
は
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
対
立
す
る

も
の
で
は
な
い
。
と
く
に
最
近
の
よ
う
に
、
「
新
し
い
都
市
社
会
学
」

が
空
間
論
的
な
彫
琢
を
経
て
「
場
所
性
」
を
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
す
る

な
か
で
、
た
と
え
ば
コ
モ
ン
ズ
の
領
域
に
分
け
入
っ
て
く
る
よ
う
に

　
（
1
）

な
る
と
、
都
市
文
化
論
と
の
分
水
嶺
を
も
と
め
る
こ
と
じ
た
い
、
そ

の
根
拠
が
鋭
く
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
「
新
し
い
都

市
社
会
学
」
か
ら
支
配
的
な
都
市
社
会
学
を
見
据
え
る
場
合
と
、
都

市
文
化
論
か
ら
支
配
的
な
都
市
社
会
学
を
見
据
え
る
場
合
と
の
間
に

あ
る
種
の
「
落
差
」
が
存
在
す
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

　
以
下
、
評
者
は
こ
の
落
差
を
意
識
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
「
新
し
い
都

市
社
会
学
」
↓
空
間
論
の
展
開
に
こ
だ
わ
る
立
場
か
ら
、
著
者
が
い

う
重
層
的
構
造
の
概
念
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
こ
の
重
層
的
構
造
の
概
念
に
こ
そ
、
著
者
の
方
法

（
論
）
的
立
場
の
み
な
ら
ず
都
市
社
会
学
観
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

（
1
）
　
評
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
段
階
で
す
で
に
「
新
し
い
都
市
社
会

学
」
は
著
者
の
い
う
「
新
し
い
」
都
市
社
会
学
の
理
論
的
世
界
に
分

　け

入
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
「
新
し
い
都
市
社
会
学
」

　
の
空
間
論
的
転
回
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
都
市
研
究
の
新
し

　
い
地
平
！
都
市
の
意
味
論
的
展
開
の
た
め
に
ー
」
『
東
北
都
市
学
会

研
究
年
報
』
＜
o
一
」
）
一
九
九
九
年
、
お
よ
び
拙
稿
「
都
市
社
会
学

　
の
新
し
い
課
題
－
新
た
な
空
間
認
識
を
も
と
め
て
ー
」
藤
田
・
吉
原

編
『
都
市
社
会
学
』
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

3
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
重
層
的
構
造
と
は
、
変
動
の
要
因
が
重
な
っ
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て
作
用
し
、
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
の
社
会
構
造
が
同
一
空
問
に
同
時
に

現
出
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
複
数
の
レ
ベ
ル
を
分

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
的
、
空
問
的
、
階
層
的
、
民
族
的
、
ジ

ェ
ン
ダ
ー
的
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
の
構
造
が
大
都
市
の
中
に
重
な
っ
て

出
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
一
頁
）
と
こ
ろ
で
、
著
者

が
こ
う
し
た
重
層
的
構
造
の
定
式
化
の
向
う
に
想
到
す
る
の
は
、
ア

ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
以
下
の
よ
う
な
重
層
的
決
定
の
概
念
（
今
村
仁
司

氏
か
ら
の
引
用
）
で
あ
る
。

　
　
「
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
特
質
を
も
つ
矛
盾
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特

　
定
の
状
況
で
、
特
定
の
場
所
に
お
い
て
、
集
積
し
凝
縮
す
る
こ
と
、
そ

　
れ
が
矛
盾
の
重
層
的
決
定
で
あ
る
。
本
質
が
現
象
を
決
定
す
る
の
で
は

　
な
く
、
諸
矛
盾
が
異
質
の
ま
ま
で
相
互
に
決
定
し
あ
い
、
同
時
に
そ
れ

　
ら
の
水
平
的
相
互
決
定
は
垂
直
的
に
『
最
終
審
級
（
下
部
構
造
）
の
矛

　
盾
』
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
、
つ
ま
り
各
部
分
領
域
の
活
動
範
囲
が
限

　
定
さ
れ
つ
つ
、
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
諸
矛
盾
が
『
相
互

　
に
決
定
し
あ
う
』
と
い
う
の
は
、
一
方
と
他
方
が
互
い
に
働
き
か
け
て

　
『
限
定
し
』
あ
い
、
特
定
の
文
脈
の
な
か
で
の
相
互
の
位
置
を
定
義
す

　
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
こ
の
並
存
す
る
諸
矛
盾
の
相
互
作
用
を
、

　
も
う
ひ
と
つ
別
の
レ
ベ
ル
か
ら
、
つ
ま
り
社
会
構
造
の
下
か
ら
垂
直
方

　
向
で
働
き
か
け
る
作
用
が
あ
る
。
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
の
考
え
で
は
、
構

　
造
を
秩
序
づ
け
る
決
定
因
と
な
る
下
部
構
造
で
あ
る
。
下
部
構
造
の
下

　
か
ら
ヒ
ヘ
の
垂
直
作
用
を
『
最
終
審
級
に
お
け
る
決
定
』
と
呼
ぶ
。
重

層
的
な
決
定
作
用
は
、
こ
の
よ
う
な
水
平
と
垂
直
の
二
つ
の
側
面
て
把

握
さ
れ
る
。
単
に
、
矛
盾
の
相
互
決
定
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
な
ら
、

そ
れ
は
単
な
る
多
元
論
で
し
か
な
い
。
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
重
要
な
こ

と
は
、
諸
矛
盾
が
相
互
越
境
し
あ
う
だ
け
で
な
く
（
す
で
に
こ
れ
だ
け

で
も
並
存
的
な
多
元
論
で
は
な
い
）
そ
う
し
た
相
互
越
境
的
決
定
を
可

能
な
ら
し
め
る
垂
直
的
な
『
最
終
審
級
に
お
け
る
決
定
』
を
支
持
す
る

こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
垂
直
的
な
決
定
の
作
用
こ
そ
が
、
社

会
構
造
の
構
造
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
作
り
だ
す
か
ら
だ
。
」
（
二
～
三

頁
）

　
だ
が
著
者
は
、
こ
の
重
層
的
決
定
の
概
念
を
大
都
市
の
都
市
社
会

構
造
（
重
層
的
構
造
）
に
援
用
す
る
に
あ
た
っ
て
「
最
終
審
級
に
お

け
る
決
定
」
論
の
立
場
を
し
り
ぞ
け
る
。
と
い
う
の
も
、
「
ポ
ス

ト
・
モ
ダ
ン
と
呼
ば
れ
る
現
代
の
社
会
構
造
に
お
い
て
は
、
『
自
己

決
定
』
の
原
理
が
言
わ
ば
『
認
識
論
的
切
断
』
の
役
目
を
果
た
し
て

い
る
」
（
三
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
が
「
理

論
的
に
も
実
証
的
に
も
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
言
う
『
重
層
的
決
定
』

か
ら
出
発
」
す
る
の
は
、
「
『
現
代
』
と
い
う
時
代
が
、
『
近
代
』
の

上
に
重
層
的
な
構
造
を
展
開
し
て
い
る
」
（
一
三
頁
）
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル

の
重
層
的
決
定
の
概
念
を
祖
型
と
す
る
重
層
的
構
造
の
概
念
は
、

「
社
会
変
動
論
に
よ
る
構
造
と
行
為
と
の
理
論
的
統
合
」
（
三
頁
）
に
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向
か
う
べ
き
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
議

は
、
後
述
す
る
よ
う
に
そ
こ
に
重
大
な
理
論
的
齪
齪
を
は
ら
ん
で
い

る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
著
者
の
い
う
重
層
的
構
造
に
関
す
る
論
述

を
も
う
少
し
み
て
お
こ
う
。

　
著
者
は
、
重
層
的
構
造
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
都
市
を

「
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
展
開
さ
れ
る
、
一
つ
の
場
所
H
ア
レ

ー
ナ
」
（
一
七
頁
）
と
し
て
措
定
し
た
上
で
、
そ
れ
に
た
い
す
る
意

味
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
そ
れ
は
エ
コ
ロ
ジ
カ

ル
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
「
下
部
構
造
」
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
偏

す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
都
市
の
社
会
構
造
を
、
歴
史
性
（
時
間

性
）
、
空
間
性
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
な
ど
の
意
味
論
的

差
異
性
な
ど
と
関
連
づ
け
て
問
い
直
し
て
い
こ
う
と
す
る
」
（
一
七

頁
）
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
意
味
論
的
差

異
性
」
H
「
意
味
の
重
層
性
」
は
、
時
間
的
重
層
性
、
空
間
的
重
層

性
、
人
間
的
重
層
性
の
三
つ
の
ア
ン
グ
ル
か
ら
せ
ま
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
い
う
。
ま
ず
時
間
的
重
層
性
で
は
、
時
間
意
識
が
「
歴
史
と

し
て
の
時
間
」
巨
「
客
観
的
な
時
間
」
と
「
生
き
ら
れ
る
時
間
」
H

「
主
観
的
な
時
間
」
と
に
二
分
さ
れ
、
前
者
に
お
け
る
都
市
形
成
史

や
文
化
的
伝
統
、
後
者
に
お
け
る
個
人
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
さ

ら
に
両
者
の
中
間
に
位
置
す
る
「
生
活
構
造
」
や
生
活
状
態
史
が
考

察
の
視
野
に
お
さ
め
ら
れ
る
。
次
に
空
間
的
重
層
性
で
は
、
「
地
形

に
基
づ
い
た
伝
統
的
な
空
問
分
割
に
加
え
て
、
近
代
的
都
市
形
成
の

過
程
に
お
い
て
生
じ
て
き
て
い
る
、
交
通
機
関
に
よ
る
地
域
構
成
、

商
業
地
域
、
業
務
空
間
な
ど
の
都
市
機
能
に
よ
る
地
域
構
成
、
住
民

の
階
級
・
階
層
構
成
に
よ
る
空
間
的
分
離
な
ど
」
（
二
四
頁
）
が

「
意
味
の
観
点
か
ら
問
い
直
す
」
（
二
七
頁
）
や
り
方
で
検
討
さ
れ
る
。

第
三
に
人
間
的
重
層
性
で
は
、
「
時
間
的
・
空
間
的
観
点
を
『
生
き

ら
れ
た
都
市
』
と
い
う
現
象
学
的
な
生
活
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
中

に
投
げ
込
ん
で
、
そ
こ
か
ら
都
市
的
生
活
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
抽
出

し
」
、
「
年
齢
や
世
代
の
投
影
と
し
て
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
性
別
や

ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
を
通
し
て
の
意
味
の
重
層
性
、
さ
ら
に
人
種
・
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
の
重
要
性
を
通
し
て
の
都
市
社
会
の
解
明
」
（
三
八
頁
）

が
こ
こ
ろ
み
ら
れ
る
。

　
以
上
、
著
者
の
い
う
重
層
的
構
造
の
定
式
化
の
試
み
を
き
わ
め
て

ラ
フ
に
概
観
し
て
み
た
が
、
そ
こ
か
ら
確
実
に
い
え
る
こ
と
は
、
事

実
上
、
ミ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
重
層
的
構
造
が
「
意
味
の
重
層
性
」
に

還
帰
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
立
場
に
即
し
て
、

「
ミ
ク
ロ
な
小
地
域
社
会
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
通
し
て
、
こ
の
重
層
的

構
造
を
実
証
的
に
研
究
」
（
二
六
六
頁
）
し
た
の
が
第
H
部
で
あ
り
、

第
m
部
（
と
り
わ
け
後
者
）
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
重
層

的
構
造
の
「
意
味
の
重
層
性
」
へ
の
限
定
は
、
あ
る
意
味
で
本
書
を

成
功
に
導
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
「
重
層
的
構
造
の
『
構
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造
要
因
』
に
か
か
わ
る
理
論
的
諸
問
題
」
（
同
頁
）
に
立
ち
か
え
ろ

う
と
す
る
と
、
著
者
が
一
方
で
「
最
終
審
級
に
お
け
る
決
定
」
論
を

し
り
ぞ
け
な
が
ら
、
他
方
で
「
構
造
と
行
為
と
の
理
論
的
統
合
」
に

向
か
お
う
と
す
る
矛
盾
が
一
挙
に
火
を
吹
き
出
す
の
で
あ
る
。
最
後

に
、
こ
の
点
に
関
し
て
評
者
の
見
解
を
少
し
述
べ
て
お
こ
う
。

4

　
著
者
が
重
層
的
構
造
の
概
念
を
練
り
上
げ
る
際
に
、
「
最
終
審
級

に
お
け
る
決
定
」
論
を
し
り
ぞ
け
、
「
自
己
決
定
」
の
原
理
を
持
ち

出
し
た
こ
と
は
首
肯
で
き
る
。
し
か
し
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が

「
『
認
識
論
的
切
断
』
の
役
目
を
果
た
し
」
、
著
者
の
い
う
「
意
味
の

重
層
性
」
へ
と
き
り
む
す
ば
れ
る
に
は
、
実
は
「
構
造
と
行
為
と
の

理
論
的
統
合
」
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
脱
構
築
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
新

し
い
読
み
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
が
、
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
・
パ
ラ
ダ

イ
ム
、
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
経
て
次
第
に
明
晰
に
さ
れ
た
、

個
人
、
組
織
、
制
度
、
シ
ス
テ
ム
が
互
い
に
自
律
性
を
有
し
な
が
ら
、

相
互
依
存
の
た
め
に
調
整
し
つ
つ
構
造
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
態
様

は
、
も
と
も
と
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
「
重
層
的
決
定
」
論
の
視
圏
内

に
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
こ
う
言
い
切
る
た
め
に
は
、
デ
カ
ル
ト
主

義
的
な
「
主
体
と
客
体
」
の
二
元
論
の
下
で
優
位
を
占
め
て
き
た
認

識
論
に
た
い
し
て
存
在
論
の
復
位
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
文
脈
で
、
主
体
（
H
行
為
）
を
客
体
（
n
構
造
）
か
ら
抽
象
的

に
切
り
離
す
い
わ
ゆ
る
「
構
造
と
主
体
」
の
枠
組
み
を
相
対
化
し
て

い
く
こ
と
が
も
と
め
ら
れ
る
。
評
者
は
現
在
、
そ
の
方
途
を
「
世

界
・
内
・
存
在
」
の
概
念
に
底
礎
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
解
釈
学
的

方
法
」
と
マ
ル
ク
ス
の
「
実
践
的
唯
物
論
」
と
を
通
底
す
る
も
の
か

ら
攻
め
上
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
述
べ
る

余
裕
は
な
い

　
重
要
な
こ
と
は
、
存
在
論
的
な
議
論
を
べ
ー
ス
に
据
え
て
重
層
的

構
造
の
概
念
を
彫
琢
し
て
い
く
場
合
に
、
以
下
の
よ
う
な
視
点
、
す

な
わ
ち
「
一
つ
は
構
造
そ
の
も
の
の
解
明
よ
り
も
構
造
の
生
成
過
程

に
焦
点
を
据
え
る
発
生
論
的
な
視
点
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
そ
う
し

た
『
構
造
化
す
る
構
造
』
へ
の
視
点
の
移
動
と
と
も
に
立
ち
あ
ら
わ

れ
て
い
る
、
異
な
っ
た
構
造
と
か
関
係
の
多
次
元
的
で
可
変
的
な
接

合
（
貰
膏
巳
讐
一
8
）
に
力
点
を
置
き
、
い
う
な
れ
ば
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
、

す
な
わ
ち
『
社
会
的
な
も
の
を
個
人
の
行
動
に
お
い
て
体
現
す
る
、

内
面
化
さ
れ
た
規
範
や
社
会
的
手
続
き
の
総
体
』
（
リ
ピ
エ
ッ
ツ
）

に
関
心
を
抱
く
視
点
」
（
拙
稿
「
都
市
研
究
の
新
し
い
地
平
」
、
二
二

頁
）
が
基
本
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
意
味
の
重
層
性
」
を
基

軸
に
据
え
る
著
者
の
重
層
的
構
造
の
概
念
が
上
述
の
視
点
の
極
北
に

あ
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
が
、
い
わ
ば
異
な
っ
た
構
造
を
連
結
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さ
せ
る
メ
タ
構
造
、
つ
ま
り
「
諸
構
造
の
構
造
」
を
想
定
す
る
構
造

主
義
的
枠
組
み
か
ら
著
者
が
ど
の
程
度
距
離
を
置
い
て
い
る
か
は
、

な
お
定
か
で
は
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
と
関
連
し
て
著
者
の
重
層
的
構
造
の
概
念
で
気
に
な

る
の
は
、
「
現
代
」
と
「
近
代
」
と
の
重
層
的
な
構
造
と
い
う
捉
え

方
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
著
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
た

議
論
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
ヘ
の
一
定

の
論
究
を
お
こ
な
っ
て
き
た
著
者
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
点
を
明
確

に
す
る
責
任
が
あ
ろ
う
。
著
者
の
い
う
時
間
的
重
層
性
を
踏
ま
え
る

な
ら
、
「
現
代
」
と
「
近
代
」
と
い
う
夕
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー
は
や
や
不

用
意
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
評
者
が
も
し
時
間
的
重
層
性
と
い
う
タ

ー
ム
を
用
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
ブ
ロ
ー
デ
ル
の
い
う
「
長
期
持
続
」

の
概
念
に
近
い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
）
。
い
っ
た
い
、
著
者
は

「
近
代
」
の
も
つ
両
義
性
H
パ
ラ
ド
ク
ス
を
ど
う
見
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
評
者
に
よ
れ
ば
、
「
現
代
」
へ
の
理
解
は
、
こ
の
パ
ラ
ド

ク
ス
に
た
い
す
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
抜
き
に
し
て
は

あ
り
得
な
い
と
思
う
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

の
点
は
著
者
の
重
層
的
構
造
の
概
念
に
と
っ
て
、
そ
し
て
都
市
文
化

論
↓
「
新
し
い
」
都
市
社
会
学
の
展
開
に
と
っ
て
避
け
て
通
れ
な
い

問
題
で
あ
る
と
思
う
。

　
以
上
、
重
層
的
構
造
の
概
念
に
絞
っ
て
、
評
者
の
勝
手
き
ま
ま
な

意
見
を
述
べ
た
。
も
と
よ
り
本
書
に
は
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

長
年
に
わ
た
っ
て
有
末
氏
が
培
っ
て
き
た
理
論
的
セ
ン
ス
と
モ
ノ
グ

ラ
フ
の
作
成
手
法
が
活
き
づ
い
て
お
り
、
評
者
と
し
て
は
充
実
し
た

手
ご
た
え
を
娯
し
む
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
本
書
を
通
底
す
る
テ
ー

マ
は
、
歴
史
認
識
の
深
さ
と
現
実
感
覚
の
豊
か
さ
を
も
と
め
る
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
テ
ー
マ
に
果
敢
に
挑
戦
し
、
そ
れ
に

一
定
の
答
を
与
え
て
い
る
著
者
の
社
会
科
学
者
と
し
て
の
力
量
に
あ

ら
た
め
て
脱
帽
す
る
次
第
で
あ
る
。
す
で
に
モ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
と
し

て
定
評
の
あ
る
著
者
が
、
本
書
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
な
声
価
を
か
ち

え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
、
今
後

と
も
同
じ
都
市
研
究
者
と
し
て
、
そ
し
て
何
よ
り
も
都
市
の
重
層
的

構
造
に
関
心
を
抱
く
者
と
し
て
、
い
っ
そ
う
の
知
的
刺
戟
が
与
え
ら

れ
る
こ
と
を
願
っ
て
、
こ
の
拙
い
コ
メ
ン
ト
を
終
え
る
こ
と
に
し
た

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
九
年
刊
）
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