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一
　
は
じ
め
に

相互理解についての 一考察

　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
社
会
、
な
い
し
は
社
会
を
構
成
す
る
相
互
作
用
は
、
自
我
と
自
我
が
互
い
に
他
我
た
る
相
手
と
の
間
で
行
う
相
互
理
解
を
契
機
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

し
て
成
立
す
る
と
社
会
学
理
論
の
多
く
は
説
明
す
る
。
確
か
に
、
相
互
理
解
の
及
ぽ
す
作
用
は
否
定
さ
れ
得
ぬ
も
の
の
、
自
我
と
他

我
が
ど
れ
ほ
ど
相
手
を
理
解
し
合
え
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
残
さ
れ
て
お
り
、
様
々
な
見
解
の
交
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
周
知
の

事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
我
々
の
日
常
的
な
相
互
作
用
な
い
し
相
互
理
解
を
支
え
て
い
る
間
主
観
的
世
界
、
も
し
く
は
社
会
そ
れ
自
体

の
成
り
立
ち
を
、
事
実
の
小
石
を
積
み
あ
げ
説
明
せ
ん
と
し
て
も
常
に
崩
れ
落
ち
る
こ
と
は
、
多
く
の
先
学
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
き
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（
5
）

て
い
る
。
今
日
の
理
論
社
会
学
が
指
し
示
す
状
況
を
見
て
も
、
社
会
と
社
会
に
内
在
す
る
間
主
観
性
の
端
緒
に
関
わ
る
理
論
の
ほ
と

ん
ど
は
、
超
越
論
的
説
明
か
自
己
言
及
論
的
説
明
を
採
用
し
て
い
る
。
現
象
学
的
社
会
学
に
代
表
さ
れ
る
超
越
論
的
説
明
は
、
「
あ

る
も
の
は
も
と
よ
り
存
在
す
る
」
と
い
う
論
理
循
環
の
回
避
に
絶
望
し
、
間
主
観
的
世
界
の
先
在
を
素
直
に
認
め
る
諦
観
の
立
場
で

し
か
な
く
、
自
己
準
拠
論
に
代
表
さ
れ
る
自
己
言
及
的
説
明
は
、
説
明
の
所
与
的
条
件
と
し
て
先
の
論
理
循
環
を
逆
に
措
定
す
る
こ

と
で
、
そ
の
説
明
を
貫
徹
さ
せ
よ
う
と
い
う
戦
略
に
終
始
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
眺
め
る
と
、
社
会
に
関
す
る
理
論
的
説
明
の
前

提
か
ら
、
先
験
的
存
在
と
し
て
の
間
主
観
性
を
排
除
す
る
の
は
困
難
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
先
在
に
積
極
的
に
与
す
る
か
消
極
的
に

関
わ
る
か
の
選
択
は
理
論
構
築
に
際
し
許
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
前
提
に
基
づ
く
理
論
的
説
明
を
す
る
限
り
選
択
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
視
点

　
　
（
6
）

で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
本
稿
で
は
、
相
互
理
解
に
的
を
絞
り
、
そ
の
論
理
的
不
能
性
を
形
式
的
に
解
明
す
る
。
そ
れ
は
、
相
互
作
用
に
潜
む
上
述
の
魔
物

を
再
確
認
し
、
そ
の
う
え
で
、
相
互
作
用
過
程
の
解
明
に
対
す
る
限
界
が
奈
辺
に
あ
る
か
を
、
我
が
雑
慮
の
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
小

考
し
、
今
後
の
展
望
を
定
礎
し
た
い
と
願
う
が
ゆ
え
で
あ
る
。
た
だ
し
、
筆
者
の
狙
い
が
、
相
互
理
解
を
め
ぐ
る
論
理
的
な
理
解
不

能
性
と
現
実
的
な
理
解
可
能
性
と
の
間
隙
を
、
事
実
を
重
ね
あ
わ
せ
て
埋
め
る
こ
と
に
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
如
何
に
工

夫
す
れ
ば
そ
の
間
隙
を
理
論
的
に
架
橋
で
き
る
の
か
、
そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
最
小
限
の
理
論
的
前
提
（
あ
る
い
は
先
験
的
所

与
性
）
の
内
容
は
何
で
あ
る
の
か
、
こ
の
点
の
確
定
だ
け
に
筆
者
の
関
心
は
置
か
れ
て
い
る
。
最
初
に
、
ダ
イ
ア
ド
関
係
に
あ
る
自

我
と
他
我
と
を
純
粋
な
形
で
想
定
し
、
そ
の
両
者
に
と
り
相
互
理
解
と
は
い
か
に
す
れ
ば
獲
得
さ
れ
う
る
の
か
を
整
理
す
る
。
次
に
、

現
実
の
社
会
生
活
に
お
け
る
相
互
理
解
の
達
成
信
仰
が
も
た
ら
す
論
理
的
問
題
を
取
り
あ
げ
、
最
後
に
そ
れ
ら
課
題
へ
の
理
論
的
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

処
法
を
考
え
る
と
い
う
順
序
で
述
べ
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
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二
　
相
互
理
解
の
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
相
互
理
解
の
仕
組
み
と
機
制
を
単
純
化
す
る
論
理
図
式
を
得
る
た
め
、
生
命
有
機
体
で
あ
る
A
と
B
と
い
う
行
為
体
か
ら
の
み
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

成
さ
れ
る
局
面
の
出
現
を
特
定
の
視
点
の
も
と
に
想
定
し
、
そ
の
局
面
の
範
囲
内
に
分
析
を
限
定
す
る
。
こ
の
局
面
に
特
徴
的
な
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

件
は
、
互
い
に
出
会
う
以
前
の
A
と
B
は
、
相
手
の
存
在
に
関
し
微
塵
も
知
ら
な
か
っ
た
と
す
る
制
約
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
よ

う
な
A
と
B
が
は
じ
め
て
遭
遇
す
る
と
き
、
生
命
有
機
体
と
し
て
A
と
B
の
双
方
が
最
初
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
相
手
が
危
険
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

存
在
で
あ
る
か
否
か
を
確
認
す
べ
し
と
い
う
要
請
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
か
か
る
局
面
で
、
行
為
体
で
あ
る
A
と
B
が
ま
ず
最
初
に
判
断
を
迫
ら
れ
る
の
は
、
自
分
と
向
き
あ
う
”
物
”
は
生
命
有
機
体
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

あ
る
の
か
、
そ
し
て
自
分
と
お
な
じ
行
為
体
で
あ
る
や
否
や
を
見
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。
見
極
め
た
結
果
、
A
も
B
も
人
間
と
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
場
合
、
そ
の
過
程
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
験
に
現
れ
た
．
物
達
”
と
目
の
前
の
．
物
”
と
が
比
較
さ
れ
、
そ
の

”
物
”
は
人
間
と
呼
ば
れ
る
自
分
と
同
種
の
生
物
に
違
い
な
い
か
ど
う
か
が
個
々
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
同

一
の
物
理
的
空
間
に
位
置
す
る
A
と
B
に
よ
り
独
立
し
て
な
さ
れ
る
が
、
A
も
B
も
相
手
を
人
間
と
見
な
す
の
で
あ
れ
ば
、
互
い
に

相
手
を
他
者
な
る
行
為
者
と
し
て
認
識
し
、
必
要
に
応
じ
理
解
を
試
み
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
段
階
に
い
た
っ
て
他
者
と
の
相
互
作

用
が
生
ま
れ
、
社
会
的
空
間
の
形
成
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
他
者
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

う
に
し
た
ら
他
者
を
理
解
で
き
る
の
か
が
、
A
と
B
が
遭
遇
し
た
局
面
の
そ
の
後
の
展
開
を
左
右
す
る
要
因
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
A
と
B
が
個
々
に
独
立
し
て
相
手
を
他
者
と
認
識
す
る
際
も
、
各
々
が
体
験
の
積
み
重
ね
か
ら
学
習
し
獲
得
し
た
固
有
な

知
識
の
集
成
と
、
目
の
前
の
相
手
を
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
認
識
は
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
相
互
理
解
を
め
ぐ
る

現
実
的
か
つ
論
理
的
な
問
題
（
現
実
の
論
理
的
説
明
に
伴
う
困
難
）
は
、
A
と
B
が
個
々
に
独
立
し
て
行
う
認
識
段
階
か
ら
生
じ
て
い

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
問
題
（
論
理
化
困
難
）
の
す
べ
て
は
、
社
会
的
空
間
の
形
成
共
有
段
階
に
出
現
す
る
問
題
（
論
理
化
困
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難
）
の
う
ち
に
こ
と
ご
と
く
含
ま
れ
て
い
る
。
個
人
の
出
会
い
に
始
ま
り
社
会
的
空
間
の
形
成
か
ら
共
有
へ
と
進
行
す
る
段
階
に
お

け
る
相
互
理
解
の
検
討
へ
と
、
急
ぎ
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
第
一
に
個
人
A
と
B
が
直
接
に
相
手
と
係
わ
り
、
相
手
を
対
象
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
ケ
ー
ス
ー
）
を
検
討
す

る
。
A
と
B
が
相
手
の
存
在
を
認
識
す
る
に
は
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
A
と
B
が
自
分
自
身
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

さ
れ
理
解
さ
れ
た
自
己
と
ど
こ
か
区
別
さ
れ
る
限
り
で
、
目
に
映
る
相
手
は
別
の
存
在
と
し
て
目
の
前
に
出
現
す
る
。
こ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

A
と
B
が
、
相
手
を
共
に
他
者
と
認
識
し
そ
の
理
解
を
試
み
る
と
き
、
A
の
理
解
の
内
に
は
、
A
が
自
己
（
A
）
を
理
解
し
た
内
容

（
舶
）
と
、
自
己
（
a
）
と
は
異
な
る
相
手
と
し
て
B
を
理
解
し
た
内
容
（
曲
）
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
B
の
理
解
の
内
に
は
、
B
が

自
己
（
B
）
を
理
解
し
た
内
容
（
既
）
と
、
自
己
（
b
）
と
は
異
な
る
相
手
と
し
て
A
を
理
解
し
た
内
容
（
脱
）
と
が
含
ま
れ
て
い

る
。
A
と
B
が
相
手
に
つ
い
て
最
初
に
行
い
う
る
理
解
は
、
自
己
と
は
異
な
る
思
惟
を
有
す
る
存
在
と
し
て
他
者
を
捉
え
る
こ
と
で

し
か
な
い
。

　
か
か
る
A
と
B
の
相
互
理
解
が
確
実
に
成
立
し
た
と
言
え
る
の
は
、
A
の
自
己
理
解
（
舶
）
と
B
が
自
己
（
b
）
と
は
異
な
る
思

惟
的
存
在
（
対
峙
す
る
物
↓
相
手
↓
他
者
）
と
し
て
A
を
理
解
し
た
内
容
（
脱
）
と
が
完
全
に
一
致
し
、
B
の
自
己
理
解
（
跳
）
と
A

が
自
己
（
a
）
と
は
異
な
る
思
惟
的
存
在
（
対
峙
す
る
物
↓
相
手
↓
他
者
）
と
し
て
B
を
理
解
し
た
内
容
（
曲
）
と
が
完
全
に
一
致
す

る
場
合
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
舶
と
脱
と
の
間
の
、
お
よ
び
曲
と
跳
と
の
間
の
一
致
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
で
、
A
と
B
に
と
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

同
一
の
共
通
な
る
参
照
規
準
で
確
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
舶
と
距
お
よ
び
紬
と
肺
と
の
一
致
を
、
A
と
B
が
と
も
に

確
認
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
A
に
関
す
る
A
と
B
の
理
解
（
舶
と
舩
）
が
一
致
す
る
と
判
断
し
た
A
の
根
拠
と
B
の
根
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

が
一
致
し
て
お
り
、
同
様
に
B
に
関
す
る
A
と
B
の
理
解
（
曲
と
肺
）
が
一
致
す
る
と
判
断
し
た
A
の
根
拠
と
B
の
根
拠
が
一
致
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

て
い
る
こ
と
を
、
A
と
B
が
と
も
に
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
交
錯
す
る
複
線
的
理
解
に
対
す
る
二
重
の
確
認
が
な
さ
れ

た
後
、
は
じ
め
て
A
と
B
は
完
全
な
る
相
互
理
解
に
到
達
し
え
た
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
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次
に
、
A
と
B
が
他
の
事
象
X
と
明
確
に
関
わ
る
場
合
（
ヶ
ー
ス
H
）
、
す
な
わ
ち
A
と
B
の
相
互
理
解
が
第
三
の
事
象
を
対
象

と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
を
検
討
す
る
。
A
B
二
者
が
遭
遇
し
て
生
じ
る
相
互
理
解
に
は
、
共
に
何
ら
か
の
事
象
に
関
わ
る
こ
と
か
ら

始
ま
る
場
合
も
多
い
と
考
え
ら
れ
（
ケ
ー
ス
H
か
ら
ケ
ー
ス
ー
へ
の
移
行
）
、
こ
の
ケ
ー
ス
H
は
よ
り
日
常
生
活
の
場
面
に
近
い
相
互

理
解
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
ケ
ー
ス
で
検
討
を
要
す
る
点
は
、
対
象
X
に
関
す
る
A
の
理
解
（
激
）
と
対
象
X
に
関
す

る
B
の
理
解
（
跣
）
の
一
致
に
関
す
る
確
認
だ
け
で
あ
る
。
先
の
ケ
ー
ス
ー
で
は
、
考
察
す
べ
き
内
容
に
A
の
自
己
理
解
（
舶
）
と

B
の
自
己
理
解
（
跳
）
と
を
含
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
こ
の
ケ
ー
ス
H
に
お
い
て
は
、
曖
味
さ
の
残
る
自
己
理
解
に
直
接
言
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

し
な
く
て
も
よ
く
、
単
純
化
さ
れ
た
単
線
的
理
解
と
し
て
考
察
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
対
象
X
に
関
す
る
A
と

B
の
理
解
が
相
互
理
解
に
達
し
た
と
言
え
る
に
は
、
舷
と
翫
と
の
一
致
が
互
い
に
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
飯
と
疎
の
一
致
を
判

断
し
た
A
の
根
拠
と
B
の
根
拠
が
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
ケ
ー
ス
ー
の
場
合
と
全
く
同
様
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
理
解
内
容
と
そ
の
理
解
を
推
定
せ
し
め
た
根
拠
に
関
し
て
ま
で
二
重
の
｝
致
を
確
認
す
る
作
業
は
、
A
と
B
に
共
通

な
る
判
断
規
準
が
保
持
さ
れ
て
い
て
こ
そ
可
能
と
な
る
作
業
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
舶
と
距
と
の
一
致
、
紬
と
蹄
と
の
一
致
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

敵
と
翫
の
一
致
を
確
認
す
る
、
こ
の
”
共
同
判
断
規
準
”
を
、
A
と
B
は
い
つ
手
に
入
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
の
局
面
で
は
、

そ
の
．
共
同
判
断
規
準
”
の
共
通
性
が
、
二
人
の
遭
遇
に
先
立
っ
て
、
あ
る
い
は
相
互
理
解
が
試
み
ら
れ
る
以
前
に
確
保
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
措
定
は
先
に
記
し
た
局
面
の
想
定
か
ら
完
全
に
逸
脱
し
て
し
ま
う
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

で
あ
る
。
多
く
に
よ
り
言
い
尽
く
さ
れ
た
こ
と
の
反
復
に
な
る
が
、
相
互
理
解
が
ま
さ
に
相
互
理
解
で
あ
る
こ
と
の
確
認
に
必
要
な

判
断
規
準
は
、
相
互
理
解
の
な
か
で
相
互
理
解
に
基
づ
く
こ
と
で
し
か
醸
成
さ
れ
ぬ
こ
と
に
な
り
、
相
互
理
解
が
達
成
さ
れ
た
あ
と

初
め
て
獲
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
純
粋
に
論
理
的
に
考
察
す
る
な
ら
、
相
互
理
解
の
相
互
理
解
ら
し
さ
を

確
認
す
る
共
通
な
る
基
準
す
な
わ
ち
．
共
同
判
断
規
準
”
は
、
相
互
理
解
を
続
け
て
ゆ
く
限
り
、
永
遠
に
入
手
で
き
な
い
と
言
え
る

の
で
あ
る
。
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三
　
相
互
理
解
の
現
実

　
こ
こ
ま
で
描
い
て
き
た
相
互
理
解
の
論
理
図
式
に
、
我
々
が
実
際
に
お
こ
な
う
相
互
理
解
を
あ
て
は
め
る
と
、
奇
妙
な
現
実
が
見

え
て
く
る
。
そ
う
し
た
現
実
を
分
析
す
る
た
め
、
論
理
図
式
に
沿
う
完
壁
な
相
互
理
解
を
指
示
す
る
と
き
に
は
、
筋
道
が
合
致
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

と
の
語
義
で
あ
る
〈
理
会
〉
の
語
を
借
り
た
”
相
互
理
会
”
を
以
下
で
は
使
用
し
、
日
常
生
活
の
諸
場
面
で
な
さ
れ
て
い
る
、
換
言

す
れ
ば
完
壁
な
る
相
互
理
解
か
ら
は
遠
く
に
位
置
す
る
で
あ
ろ
う
実
際
の
相
互
理
解
を
意
味
す
る
と
き
に
は
、
〈
解
〉
の
略
字
体
で

　
　
　
（
2
6
）

あ
る
く
鮮
V
を
用
い
た
．
相
互
理
鮮
”
の
語
を
以
下
で
は
使
用
す
る
。
ま
た
、
相
互
理
解
の
語
は
双
方
を
含
め
た
包
括
的
な
意
味
で

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
日
常
的
な
相
互
作
用
に
お
い
て
、
先
の
局
面
な
い
し
論
理
図
式
と
照
応
さ
せ
、
相
互
理
解
の
可
能
性
に
絶
え
ず
疑
問
を
抱
き
つ
つ
、

他
者
と
交
わ
る
行
為
者
は
皆
無
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
実
際
に
は
、
相
互
理
解
の
困
難
さ
に
は
全
く
気
づ
か
ず
、
疑
問
を
感
ず
る
こ

と
な
ど
な
い
ま
ま
に
過
ご
し
て
い
る
か
、
ま
れ
に
は
誤
解
さ
れ
る
も
の
の
、
自
分
の
意
図
は
相
手
に
伝
わ
り
、
相
手
の
意
図
も
了
解

で
き
る
と
無
意
識
の
う
ち
に
仮
定
し
て
い
る
か
、
相
互
理
解
に
対
す
る
不
安
が
よ
ぎ
る
時
で
も
、
理
解
し
合
え
る
と
思
わ
ぬ
限
り
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

会
生
活
は
営
め
な
い
と
、
疑
問
へ
の
原
理
的
探
求
を
閉
じ
て
い
る
か
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
こ
の
よ
う
に
、
我
々
（
の
大
半
）
は
、
考
え
る
ま
で
も
な
く
相
互
理
解
は
可
能
で
あ
る
と
信
じ
（
す
な
わ
ち
純
粋
に
錯
覚
し
）
、
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

要
と
あ
ら
ば
、
互
い
に
理
解
（
な
い
し
は
理
会
）
が
で
き
た
こ
と
の
確
認
儀
式
ま
で
用
意
し
て
相
互
理
解
（
な
い
し
は
相
互
理
会
）
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

得
た
と
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
（
す
な
わ
ち
錯
覚
す
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
）
、
そ
の
実
、
相
互
理
鮮
を
す
る
こ
と
で
普
段
の
社
会
生
活
を

営
ん
で
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
厳
密
に
論
理
を
追
求
す
る
限
り
、
相
手
を
理
会
す
る
こ
と
な
い
し
は
相
互
に
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

会
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
な
ら
、
自
我
と
他
我
の
間
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
連
鎖
は
成
り
立
た
ず
、
持
続
的
な
社
会
的
相
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互
作
用
も
難
し
く
、
結
果
的
に
社
会
そ
の
も
の
の
存
立
も
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
多
く
の
社
会
が
存
続
し
て
き
た
歴
史

を
眺
め
る
な
ら
、
そ
の
社
会
で
は
相
互
理
解
が
な
さ
れ
て
き
た
か
ら
こ
そ
存
続
し
て
来
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
現
に
存
続
し
て
き
た
社
会
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
相
互
理
鮮
は
事
実
と
し
て
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
ず
、
相
互

理
会
の
可
能
性
は
神
話
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
と
、
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
相
互
理
解
の
論
理
を
構
築
す
る
際
の
問
題
は
、
こ
こ
か
ら
す
べ
て
が
出
来
す
る
。
相
互
理
解
は
実
際
に
可
能
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
神
話
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
こ
の
点
が
論
理
構
築
上
の
困
難
の
源
泉
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
み
た
相
互
理
解
の
論
理
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

式
が
要
請
す
る
、
自
我
と
他
我
に
共
通
し
同
一
な
る
”
共
同
判
断
規
準
”
の
成
立
と
存
在
を
、
伝
統
的
に
科
学
的
と
さ
れ
る
経
験
的

論
理
を
用
い
て
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
我
と
他
我
が
相
互
理
解
す
る
に
は
、
（
対
象
一

般
に
関
す
る
）
意
味
理
解
の
同
定
を
含
め
た
。
共
同
判
断
規
準
”
の
共
通
性
が
事
前
に
確
認
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
に
対
し
、

そ
の
．
共
同
判
断
規
準
”
が
共
通
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
あ
う
に
は
共
通
の
。
共
同
判
断
規
準
”
な
き
相
互
理
解
が
必
要
と
さ
れ
る

と
い
う
、
存
在
論
的
問
題
が
潜
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
社
会
に
住
む
人
々
は
相
互
理
解
の
可
能
性
を
信
じ
、

相
互
作
用
を
営
々
と
積
み
重
ね
て
い
る
。
論
理
的
指
示
と
歴
史
的
現
実
と
の
こ
う
し
た
乖
離
、
換
言
す
れ
ば
相
互
理
会
と
相
互
理
鮮

と
の
問
隙
こ
そ
が
、
理
解
理
論
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
を
錯
綜
さ
せ
て
き
た
源
泉
な
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
間
隙
に
関
連
し
、
そ
の
理
論
的
架
橋
を
め
ざ
し
、
あ
る
い
は
理
論
存
立
の
独
立
性
を
守
る
べ
く
、
数
多
く
の
理
論
が
様
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
韻
）

な
工
夫
を
重
ね
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
到
達
地
点
に
は
、
純
然
た
る
個
を
探
求
せ
ん
と
し
た
現
象
学
の
試
み
を
想
起
す
れ
ば
十
分
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
個
に
さ
か
の
ぽ
っ
て
も
、
個
は
社
会
と
共
に
あ
り
、
そ
の
社
会
は
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

相
互
主
観
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
”
共
同
判
断
規
準
”
の
先
験
的
存
在
を
受
け
い

れ
る
解
決
法
は
、
我
々
が
社
会
の
中
で
現
に
行
っ
て
い
る
相
互
理
鮮
の
あ
り
方
と
も
整
合
す
る
こ
と
か
ら
、
強
い
説
得
力
を
有
し
て

い
る
。
だ
が
、
．
共
同
判
断
規
準
”
を
先
験
的
に
受
容
す
る
こ
と
は
経
験
的
科
学
方
法
論
の
立
場
と
両
立
し
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
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あ
る
。
こ
の
点
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
が
、
筆
者
に
は
、
態
度
決
定
を
迫
る
難
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　
相
互
理
解
の
限
界

　
相
互
理
会
に
不
可
欠
な
真
に
共
通
す
る
参
照
規
準
な
い
し
判
断
規
準
に
関
し
、
経
験
論
的
な
獲
得
不
能
性
と
超
越
論
的
な
所
与
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

と
が
見
せ
る
対
立
は
、
こ
れ
ら
規
準
を
論
理
的
に
追
求
し
て
ゆ
く
限
り
解
消
不
能
で
あ
る
。
こ
の
有
相
・
無
相
と
も
い
え
る
様
相
か

ら
の
抜
け
道
を
本
稿
内
で
探
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
隆
路
は
先
の
論
理
図
式
に
お
け
る
相
互
理
解
概
念
の
理
論
的
地
位
を
再
考
す
る
こ

と
で
し
か
得
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
相
互
理
会
が
な
く
と
も
、
我
々
は
相
互
作
用
を
継
続
し
、
社
会
を
創
り
維
持
し
、
日
常
生
活

を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
社
会
の
成
立
と
秩
序
化
を
問
う
理
論
に
お
い
て
も
、
理
論
構
築
の
起
点
に
相
互
理
会
の
完
全
な
る
解
明

を
前
提
と
す
る
必
要
は
な
い
。
社
会
は
相
互
理
鮮
を
通
し
て
成
立
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
相
互
理
鮮
の
解
明
を
前
提
に
社
会
理
論

を
構
築
す
れ
ば
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
、
視
角
の
転
換
を
は
か
る
の
で
あ
る
。
既
述
の
ご
と
く
、
社
会
に
お
け
る
実
際
の
相
互
理
鮮
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

は
、
他
者
を
理
会
し
得
た
と
思
っ
て
い
る
理
鮮
に
し
か
す
ぎ
ず
、
各
個
人
が
持
つ
相
互
理
会
へ
の
錯
覚
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
意

味
で
の
相
互
理
鮮
は
純
粋
に
個
々
の
理
鮮
の
集
積
と
し
て
も
成
立
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
解
明
に
お
い
て
個
人
間
に
要
請
さ

れ
る
先
験
的
な
“
共
同
判
断
規
準
”
を
措
定
す
る
超
越
論
に
必
ず
し
も
与
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
各
自
の
相
互
理
鮮
の
間
に

み
ら
れ
る
齪
齪
の
極
小
化
に
影
響
を
及
ぼ
す
諸
要
因
を
経
験
的
科
学
方
法
論
の
観
点
か
ら
探
求
し
、
理
鮮
の
外
部
契
機
と
し
て
位
置

づ
け
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
、
本
稿
で
の
論
理
図
式
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
相
手
の
存
在
す
ら
知
ら
ず
、
互
い
に
独
立
し
た
A

と
B
が
初
め
て
遭
遇
し
た
と
局
面
通
り
に
想
定
す
る
な
ら
、
A
と
B
は
個
我
同
士
の
関
係
と
い
う
よ
り
は
、
言
う
な
れ
ば
“
狐
我
”

対
”
狐
我
”
の
関
係
で
あ
り
、
相
互
理
解
可
能
な
相
互
作
用
を
直
ち
に
開
始
す
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
所
よ
り
不
可
能
で
あ
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る
。
か
か
る
関
係
は
、
人
間
が
作
り
あ
げ
た
各
々
の
社
会
の
内
部
に
す
で
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
我
々
の
間
で
は
な
か
な
か
見
い
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

し
得
な
い
が
、
た
と
え
ば
地
球
人
と
異
星
人
と
の
出
会
い
で
あ
れ
ば
ほ
ぼ
完
壁
に
、
地
域
も
文
化
も
言
語
も
社
会
も
異
な
る
地
球
人

同
士
の
出
会
い
で
あ
れ
ば
多
少
な
り
と
も
、
起
こ
り
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
共
通
参
照
規
準
な
き
出
会
い

か
ら
相
互
理
解
に
至
る
筋
道
を
、
所
与
た
る
．
共
同
判
断
規
準
”
を
想
定
せ
ず
に
描
き
出
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
無
論
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

相
互
理
会
は
無
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
”
狐
我
”
対
”
狐
我
”
の
遭
遇
に
お
い
て
も
、
彼
ら
は
互
い
に
接
触
を
続
け
、
互
い
の
所
作

　
　
　
　
　
（
4
0
）

な
い
し
身
体
動
作
を
観
察
し
、
相
手
の
行
動
を
各
”
狐
我
”
な
り
に
一
方
向
的
に
理
解
し
解
釈
し
う
る
点
こ
そ
着
目
さ
れ
る
べ
き
で

（
4
1
）

あ
る
。
双
方
向
的
理
解
が
必
須
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
鍵
概
念
と
せ
ず
、
理
解
概
念
に
焦
点
を
絞
っ
て
筆
者
が
分
析
し
て

き
た
の
も
、
こ
の
点
を
考
え
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
接
触
・
観
察
か
ら
導
か
れ
る
各
々
の
解
釈
を
摺
り
合
わ
せ
る
別

の
契
機
が
あ
る
な
ら
、
そ
こ
か
ら
理
鮮
に
基
づ
く
共
通
化
の
道
筋
が
開
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
所
与
的
共
通
基
盤
と
し
て
で
は
な
く
、
多
様
な
諸
理
鮮
の
食
い
違
い
を
縮
小
し
、
離
合
し
あ
う
相
互
理
鮮
の
齪
齪
を
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

小
化
す
る
あ
く
ま
で
も
経
験
的
な
要
因
と
し
て
、
暴
力
の
作
用
に
つ
い
て
示
唆
し
た
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
目
の
前
の
事
象
に

関
し
て
自
我
の
理
鮮
と
他
我
の
理
鮮
に
ず
れ
が
生
じ
た
と
き
、
そ
の
隙
間
を
埋
め
る
最
終
的
な
要
因
の
一
つ
は
、
基
礎
的
な
身
体
能

力
に
始
ま
り
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
兵
器
に
至
る
〈
物
理
的
な
力
〉
で
あ
り
、
そ
の
行
使
を
受
け
る
側
か
ら
は
暴
力
と
理
鮮
さ
れ
る
力

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
の
力
は
人
間
の
生
命
を
制
御
す
る
力
量
が
高
い
こ
と
か
ら
、
多
彩
な
知
情
意
を
圧
倒
す
る
事
が

　
　
　
（
4
3
）

可
能
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
多
様
な
理
鮮
を
特
定
の
理
鮮
の
も
と
に
固
定
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
暴
力
と
権
力
の
と
ら
え
方
に
つ
き
、
筆
者
は
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
よ
り
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム

論
に
立
ち
、
意
味
の
選
択
と
共
有
化
と
い
う
視
点
か
ら
社
会
秩
序
の
成
立
を
理
論
化
す
る
こ
と
に
腐
心
し
た
ル
ー
マ
ン
は
、
シ
ス
テ

ム
で
あ
る
社
会
が
複
雑
性
を
縮
減
す
る
た
め
に
用
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
の
一
つ
と
し
て
権
力
を
捉
え
、
権
力
が

最
終
的
に
拠
り
所
と
す
る
も
の
と
し
て
〈
物
理
的
な
力
〉
な
い
し
暴
力
を
想
定
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
権
力
が
意
味
生
成
の
経
験
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的
論
理
を
欠
い
て
使
用
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
に
依
拠
す
る
限
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
す
先
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

的
共
通
基
盤
の
設
定
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
、
や
は
り
不
可
能
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
と
は
異
な
り
、
筆
者
が
目
指

す
の
は
所
与
的
共
通
基
盤
が
不
可
欠
な
相
互
理
会
の
放
棄
で
あ
り
、
相
互
理
鮮
に
基
づ
く
相
互
作
用
を
可
能
と
す
る
経
験
的
基
盤
の

探
索
で
あ
り
、
そ
の
経
験
的
基
盤
を
も
た
ら
す
一
契
機
と
し
て
の
〈
物
理
的
な
力
〉
な
い
し
暴
力
へ
の
着
目
で
あ
る
。
相
互
理
鮮
の

差
異
の
縮
小
に
ま
ず
作
用
す
る
の
は
暴
力
で
あ
り
、
暴
力
に
よ
り
あ
る
程
度
の
集
約
が
な
さ
れ
た
後
で
、
暴
力
に
裏
打
ち
さ
れ
、
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

ら
な
る
集
約
手
段
と
し
て
社
会
に
登
場
し
て
く
る
の
が
権
力
な
の
で
あ
る
。

　
暴
力
の
ほ
か
、
相
互
理
鮮
の
差
異
を
縮
小
す
る
経
験
的
要
因
と
し
て
筆
者
に
思
い
つ
く
の
は
、
文
化
が
及
ぼ
す
作
用
と
人
間
の
生

理
機
構
が
果
た
す
作
用
の
二
つ
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
の
全
体
が
解
読
さ
れ
、
遺
伝
子
情
報
と
生
理
機
構
の
働

き
が
す
べ
て
関
連
づ
け
ら
れ
、
我
々
の
意
識
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
遺
伝
子
レ
ベ
ル
で
解
明
さ
れ
る
と
き
に
は
、
極
め
て
有
力
な
経
験
的

要
因
と
な
ろ
う
が
、
そ
こ
ま
で
の
解
明
は
も
う
少
し
先
の
話
で
あ
る
。
人
間
が
有
す
る
能
力
と
特
性
に
つ
い
て
は
別
に
触
れ
る
予
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
文
化
を
集
団
的
理
鮮
の
産
物
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
文
化
が
理
鮮
の
差
異
を
二
次
的
に
減
少
さ
せ

る
こ
と
に
短
く
言
及
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
理
鮮
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
多
数
の
相
互
理
鮮
が
集
団
内
部
で
一
定
の
範
囲
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
で
成
立
し
た
の
が
文
化
で

あ
り
、
そ
こ
か
ら
標
準
的
と
錯
覚
さ
れ
、
拘
束
的
と
感
じ
ら
れ
た
思
惟
と
行
動
の
様
式
が
文
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
社
会
の
う
ち
に

住
む
我
々
は
こ
の
集
団
的
錯
覚
の
場
に
既
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
場
の
拘
束
を
受
け
る
こ
と
で
各
自
の
理
鮮
を
場
の
理
鮮

に
接
合
さ
せ
、
理
鮮
の
差
異
を
縮
小
さ
せ
て
い
る
。
文
化
が
理
鮮
の
差
異
の
縮
小
に
作
用
す
る
の
は
、
文
化
の
規
範
性
に
依
拠
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

わ
け
だ
が
、
そ
の
規
範
性
は
、
特
定
の
場
の
理
鮮
が
強
制
さ
れ
る
こ
と
で
規
準
的
と
錯
覚
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
す
べ
て

の
理
鮮
は
一
面
的
で
し
か
な
く
、
一
時
的
か
つ
偶
然
的
な
〈
錯
覚
に
ほ
か
な
ら
ぬ
理
鮮
〉
の
集
積
こ
そ
文
化
で
あ
る
と
確
認
す
る
こ

と
が
、
〈
暴
力
な
い
し
権
力
〉
と
〈
文
化
あ
る
い
は
間
主
観
性
〉
と
を
論
理
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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五
　
結
び
1
錯
覚
の
再
確
認

　
本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
一
言
で
ま
と
め
る
な
ら
、
相
互
理
解
に
内
在
す
る
原
理
的
問
題
の
確
認
を
通
し
て
、
暴
力
と
権
力
が

社
会
の
形
成
と
秩
序
設
定
に
対
し
て
有
す
る
理
論
的
意
義
を
模
索
し
た
と
言
う
に
つ
き
る
が
、
結
語
に
代
え
、
論
点
の
整
理
確
認
と

共
に
今
後
の
展
望
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　
最
初
に
述
べ
た
の
は
、
相
互
理
会
が
な
さ
れ
る
に
は
相
互
理
会
以
前
に
当
事
者
問
に
理
解
の
共
通
基
盤
た
る
”
共
同
判
断
規
準
”

が
共
有
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
逆
の
言
い
方
を
す
る
と
、
純
粋
に
孤
立
し
た
複
数
個
人
が
初
め
て
遭
遇

す
る
局
面
で
、
彼
ら
が
直
ち
に
理
会
し
合
あ
え
る
こ
と
を
、
論
理
的
に
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
の
再
確
認
で
あ
る
。
こ
れ
が
極
め
て

自
然
な
主
張
で
あ
り
、
今
で
は
周
知
の
知
的
財
産
で
あ
る
こ
と
は
、
現
象
学
が
明
ら
か
に
し
た
原
的
存
在
と
し
て
の
間
主
観
的
世
界

を
想
起
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

　
次
に
述
べ
た
の
は
、
大
い
な
る
（
集
団
的
）
錯
覚
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、
経
験
的
事
実
と
し
て
の
相
互
理
鮮
の
起
点
に
〈
物
理
的
な

力
〉
な
い
し
暴
力
の
作
用
が
あ
り
、
暴
力
の
収
敏
作
用
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
相
互
理
鮮
に
必
要
な
原
初
的
な
共
通
参
照
規
準
が
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

成
さ
れ
る
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
も
未
だ
素
描
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
こ
れ
が
含
意
と
し
て
、
暴
力
の
作
用
を
受
け
て
原
初

的
共
通
参
照
規
準
た
る
場
が
形
成
さ
れ
た
後
に
、
暴
力
の
作
用
の
多
く
を
肩
代
わ
り
す
る
形
で
権
力
が
出
現
す
る
過
程
を
説
明
し
う

る
こ
と
が
提
示
さ
れ
、
さ
ら
に
、
暴
力
と
権
力
と
の
か
か
る
関
係
性
か
ら
、
相
互
理
鮮
に
不
可
欠
な
共
通
参
照
規
準
と
の
関
連
で
暴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

力
と
権
力
の
社
会
的
意
義
を
位
置
づ
け
う
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
．
狐
我
”
対
．
狐
我
”
か
ら
相
互
理
解
な
い
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
始
動
が
論
理
的
に
説
明
し
得
な
い
こ
と
の
確
認

は
、
社
会
も
し
く
は
社
会
秩
序
の
生
成
を
目
指
す
理
論
が
方
法
論
的
個
人
主
義
を
純
粋
な
形
で
は
と
り
得
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
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る
。
社
会
秩
序
の
生
成
を
説
明
す
る
こ
れ
ま
で
の
諸
理
論
は
、
自
律
し
て
変
動
す
る
能
力
を
付
与
さ
れ
た
か
に
見
え
る
道
徳
や
規
範

と
い
う
文
化
的
要
因
、
あ
る
い
は
自
己
言
及
圧
力
や
所
与
た
る
間
主
観
性
と
い
う
根
元
的
世
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
要
因
な
ど
を
用

　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

い
て
説
明
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
が
経
験
的
科
学
方
法
論
を
満
た
す
説
明
で
あ
る
か
否
か
は
す
こ
ぶ
る
疑
わ
し
く
、
隠
れ
た
所

与
的
前
提
が
そ
れ
ら
説
明
に
は
含
ま
れ
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
筆
者
は
、
動
物
と
し
て
の
人
間
の
特
性
を
直
視
し
、
現
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

存
在
す
る
生
来
の
能
力
差
（
特
に
身
体
的
な
力
の
差
）
に
注
目
し
、
暴
力
と
権
力
の
社
会
的
役
割
や
意
義
を
解
明
す
る
こ
と
で
、
社

会
の
秩
序
化
過
程
を
明
ら
か
に
し
う
る
と
構
想
し
て
い
る
が
、
こ
れ
と
て
も
経
験
的
科
学
方
法
論
の
要
請
に
沿
う
方
法
論
的
個
人
主

義
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
修
正
を
施
さ
れ
た
方
法
論
的
個
人
主
義
の
立
場
し
か
取
り
得
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　
最
後
に
、
今
後
の
展
望
に
触
れ
る
と
、
い
わ
ば
序
論
で
あ
る
本
稿
に
続
き
、
ま
ず
次
稿
で
は
、
間
主
観
性
と
自
己
準
拠
論
の
検
討

を
通
し
て
、
逆
に
人
間
を
ど
う
把
握
し
、
個
人
の
特
性
と
能
力
に
何
を
組
み
込
む
か
を
詳
ら
か
に
し
、
筆
者
の
考
え
る
修
正
個
人
主

義
の
内
容
を
鮮
明
に
す
る
。
そ
し
て
次
々
稿
で
は
、
社
会
秩
序
の
生
成
維
持
に
関
わ
る
暴
力
と
権
力
の
作
用
を
確
定
す
る
こ
と
で
、

従
来
か
ら
主
張
し
て
き
た
権
力
と
間
主
観
性
と
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
し
、
此
岸
に
お
け
る
権
力
の
正
統
性
を
論
じ
う
る
基
盤
を
確

保
す
る
こ
と
が
残
さ
れ
た
課
題
と
な
る
。
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（
1
）
　
註
記
は
次
の
方
法
で
記
し
て
あ
る
。
本
註
の
よ
う
な
筆
者
の
断
り
書
き
や
論
文
内
容
に
関
す
る
場
合
と
、
本
文
あ
る
い
は
註
記
の
な

　
か
で
引
用
し
、
検
討
の
対
象
に
取
り
あ
げ
、
参
考
に
用
い
た
文
献
の
書
名
や
論
文
名
を
明
示
し
、
そ
の
頁
数
を
明
記
す
る
場
合
に
は
、
該

当
箇
所
に
番
号
を
付
し
て
表
示
し
、
こ
こ
に
注
記
し
た
。
た
だ
し
、
当
該
文
献
か
ら
全
体
的
に
大
き
く
示
唆
を
得
て
い
る
場
合
や
、
よ
く

知
ら
れ
た
基
本
的
事
柄
に
つ
き
言
及
し
た
場
合
に
は
、
書
名
な
い
し
論
文
名
だ
け
を
記
し
て
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に
学
会
の
共
有
財
産
と

思
わ
れ
る
基
礎
的
事
項
や
、
提
唱
者
が
明
ら
か
で
著
名
な
事
柄
に
関
し
て
は
、
周
知
の
こ
と
ゆ
え
我
が
手
に
よ
ら
ぬ
の
は
余
り
に
明
白
な

　
り
と
し
て
、
註
記
を
省
い
た
場
合
が
あ
る
。



相互理解についての一考察

（
2
）
　
こ
こ
で
は
、
自
我
と
他
我
の
間
で
行
わ
れ
る
働
き
か
け
あ
い
の
す
べ
て
を
以
て
、
相
互
作
用
と
捉
え
て
お
く
。

（
3
）
　
こ
こ
で
は
、
自
我
と
他
我
が
接
触
し
互
い
に
観
察
し
あ
う
こ
と
を
通
し
て
、
相
手
の
動
機
・
意
図
・
思
考
・
感
情
・
判
断
（
こ
れ
ら

　
を
ま
と
め
仮
に
思
惟
と
呼
ぶ
）
を
い
く
ら
か
な
り
と
も
把
握
す
る
こ
と
を
も
っ
て
相
互
理
解
と
み
な
し
て
お
く
。
相
互
理
解
の
成
否
を
ど

　
う
捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
順
次
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

（
4
）
　
橋
爪
大
三
郎
、
『
言
語
派
社
会
学
の
原
理
』
、
洋
泉
社
、
三
三
頁
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
5
）
　
拙
稿
、
「
間
主
観
性
に
つ
い
て
の
一
考
察
ー
権
力
概
念
と
間
主
観
性
概
念
と
の
接
合
を
求
め
て
・
序
禄
ー
」
、
『
法
学
研
究
』
（
慶

　
鷹
義
塾
大
学
）
、
第
六
八
巻
第
九
号
、
一
九
九
五
年
。

（
6
）
　
碧
海
純
一
ほ
か
、
『
科
学
時
代
の
哲
学
2
』
、
培
風
館
、
二
五
七
ー
二
六
一
頁
、
一
九
六
四
年
。

（
7
）
　
日
常
生
活
に
お
い
て
は
あ
ま
り
に
も
自
然
で
あ
り
、
社
会
生
活
に
不
可
欠
な
基
盤
と
し
て
当
然
視
さ
れ
る
事
柄
で
あ
り
な
が
ら
、
そ

　
の
機
制
を
経
験
的
に
解
明
す
る
の
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
人
知
を
越
え
た
現
象
と
し
て
科
学
に
君
臨
す
る
そ
の
有
様
を
比
喩
す
る
意

　
味
で
、
一
研
究
者
た
る
自
身
の
無
力
さ
を
痛
感
し
つ
つ
用
い
て
い
る
。
か
か
る
言
い
方
を
す
る
筆
者
の
方
法
論
的
立
場
が
、
経
験
論
的
科

　
学
論
に
親
近
感
を
覚
え
、
個
人
の
行
為
を
経
験
的
に
説
明
す
る
こ
と
を
通
し
て
社
会
そ
の
も
の
も
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

　
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
8
）
　
本
稿
は
、
筆
者
が
こ
だ
わ
り
続
け
て
い
る
、
〈
権
力
・
暴
力
〉
、
〈
錯
覚
〉
、
〈
文
化
・
間
主
観
性
〉
の
三
題
噺
を
少
し
ば
か
り
先
に
展

　
開
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
数
年
来
思
い
続
け
て
き
た
こ
と
に
つ
き
相
互
理
解
を
鍵
概
念
と
し
て
再
構
想
し
、
書
き
記
し
た
内
容
と
な

　
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
が
数
多
く
の
文
献
か
ら
示
唆
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
断
る
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
ら
文
献
の
す
べ
て

　
を
一
つ
一
つ
特
定
し
て
ゆ
く
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。

（
9
）
　
後
述
す
る
よ
う
に
議
論
を
簡
略
化
す
れ
ば
、
行
為
者
と
特
定
し
て
差
し
支
え
な
い
。

（
1
0
）
　
筆
者
は
、
方
法
論
的
個
人
主
義
を
基
礎
に
幾
つ
か
の
前
提
や
条
件
を
加
味
し
た
視
点
を
採
用
し
て
い
る
。
拙
稿
、
「
権
力
概
念
の
理

　
論
的
規
定
を
め
ざ
し
て
i
〈
主
意
主
義
〉
的
視
点
か
ら
の
予
備
的
考
察
i
」
、
『
法
学
研
究
』
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
第
六
一
巻
第
一
号
、

　
一
九
八
八
年
。

（
11
）
　
よ
り
強
い
条
件
と
し
て
、
二
人
が
出
会
う
以
前
に
は
A
も
B
も
集
団
的
な
い
し
社
会
的
状
況
を
経
験
し
た
こ
と
が
な
く
、
文
化
的
な

　
い
し
規
範
的
な
拘
束
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
こ
ま
で
強
く
は
想
定
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
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ら
、
そ
の
場
合
に
は
A
と
B
を
存
在
さ
せ
る
要
因
や
環
境
の
多
く
が
ほ
ぼ
消
失
す
る
こ
と
に
な
り
、
新
た
な
論
理
的
困
難
が
浮
上
し
て
く

　
る
か
ら
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
は
生
命
有
機
体
で
あ
れ
ば
生
命
の
安
全
を
最
優
先
す
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関

　
し
て
も
筆
者
は
既
に
示
唆
し
て
あ
る
。
拙
稿
、
「
権
力
概
念
の
理
論
的
規
定
を
め
ざ
し
て
ー
〈
主
意
主
義
〉
的
視
点
か
ら
の
予
備
的
考

　
察
1
」
、
前
掲
。

（
1
3
）
　
行
為
体
が
自
ら
を
人
間
と
捉
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
疑
問
を
呈
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
議
論
を
簡
略
化
す
る
た
め
、
こ
の
よ
う

　
に
想
定
し
て
お
く
。

（
14
）
　
こ
こ
で
は
、
認
識
の
特
殊
形
態
と
し
て
理
解
が
あ
る
と
い
う
、
用
語
法
に
従
っ
て
い
る
。
粟
田
賢
三
ほ
か
編
、
『
岩
波
哲
学
小
辞

　
典
』
、
岩
波
書
店
、
二
四
六
頁
、
一
九
七
九
年
。

（
1
5
）
自
己
理
解
の
内
容
が
適
切
か
否
か
は
自
己
に
し
か
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
自
己
理
解
の
完
成
度
な
い
し
正
確
さ
に
関
し

　
て
ま
で
考
察
を
広
げ
る
必
要
は
な
い
。
自
己
理
解
と
は
畢
寛
主
観
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、
自
己
理
解
を
論
理
的
に
扱
う
と
き
、
あ
る
い

　
は
自
己
論
を
展
開
す
る
際
に
は
、
そ
の
点
で
曖
昧
さ
が
常
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
1
6
）
　
各
個
人
は
自
然
環
境
と
の
対
峙
に
よ
る
だ
け
で
も
自
己
を
他
の
”
物
”
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
必
ず
し
も
他
者
の
存
在
が
自
己

　
の
認
識
に
不
可
欠
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
者
と
は
全
く
遭
遇
す
る
こ
と
な
く
自
己
を
認
識
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
A
と
B
が
互

　
い
に
は
じ
め
て
出
会
う
他
者
と
な
る
場
合
で
も
、
A
と
B
の
自
己
認
識
お
よ
び
そ
の
一
部
と
し
て
の
自
己
理
解
は
と
も
に
成
立
し
て
い
る

　
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。

（
1
7
）
　
認
識
主
体
な
い
し
認
識
対
象
と
し
て
は
A
、
B
も
し
く
は
X
と
大
文
字
で
表
記
し
、
理
解
内
容
と
し
て
は
a
、
b
も
し
く
は
x
と
小

文
字
で
表
記
し
た
。

（
1
8
）
　
相
互
理
解
と
は
言
え
ぬ
が
、
一
方
が
相
手
に
気
づ
き
他
方
が
相
手
に
気
づ
か
ぬ
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
こ
の
確
認
作
業
は
も
ち
ろ
ん
必
要

　
な
い
。
そ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
あ
く
ま
で
も
個
人
が
自
由
に
、
言
い
換
え
れ
ば
好
き
勝
手
に
、
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
共
通
の
”
共
同
判
断
規
準
”
を
用
い
、
同
一
の
結
論
に
到
達
し
た
と
し
て
も
、
導
出
過
程
の
論
理
は
異
な
り
う
る
。
こ
こ
で
言
う
根

拠
と
は
、
各
自
が
理
由
づ
け
や
判
断
に
用
い
る
概
念
枠
組
み
と
論
理
の
組
み
立
て
方
、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
導
か
れ
た
結
論
の
同
一
性
で
あ

　
り
、
思
考
様
式
そ
の
も
の
の
同
一
性
と
言
う
方
が
正
確
で
あ
る
。
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（
2
0
）
　
さ
ら
に
厳
密
さ
を
期
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
A
と
B
が
二
重
の
一
致
に
到
達
し
た
と
説
明
し
う
る
に
は
、
観
察
者
お
よ
び
第
三
者
の
視

点
か
ら
見
て
も
、
舶
と
幽
が
一
致
し
、
鋤
と
飾
が
一
致
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
完
壁
を
期
す
の
で
あ
れ
ば
、

観
察
者
お
よ
び
第
三
者
の
判
断
根
拠
が
A
と
B
と
の
判
断
根
拠
と
一
致
す
る
こ
と
を
論
拠
づ
け
る
絶
対
的
基
準
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な

　
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
議
論
は
言
語
の
階
序
モ
デ
ル
あ
る
い
は
メ
タ
言
語
の
理
論
と
係
わ
る
も
の
で
あ
る
。
本
文
の
論
旨
は
相
互

　
理
解
の
論
理
的
不
能
性
を
確
認
す
る
こ
と
だ
け
に
あ
る
の
で
、
こ
の
議
論
に
こ
こ
で
深
入
り
す
る
こ
と
は
不
要
で
あ
る
。
R
・
ヤ
コ
ブ
ソ

　
ン
著
、
池
上
嘉
彦
ほ
か
訳
、
『
言
語
と
メ
タ
言
語
』
、
勤
草
書
房
、
一
九
八
四
年
。

（
2
1
）
　
対
象
X
に
関
す
る
A
の
理
解
（
盆
）
と
B
の
理
解
（
駄
）
を
、
B
が
ど
う
理
解
窃
（
》
図
）
｝
し
A
が
ど
う
理
解
｛
＞
（
ω
図
）
｝
し
て

　
い
る
か
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
こ
こ
で
も
前
述
と
同
様
に
複
線
的
理
解
と
な
る
が
、
論
理
の
無
限
複
雑
化
を
招
く
だ
け
で
し
か
な
い
の
で
、

検
討
か
ら
除
外
し
て
あ
る
。

（
2
2
）
　
共
通
コ
ー
ド
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
R
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
、
『
言
語
と
メ
タ
言
語
』
、
前
掲
、
一
〇
一
頁
。

（
2
3
）
　
C
と
対
峙
し
て
い
る
A
が
、
D
と
対
峙
し
て
い
る
B
に
向
き
合
う
と
い
う
局
面
を
想
定
し
て
も
、
論
理
は
複
雑
さ
を
増
す
も
の
の
、

　
A
と
B
が
使
用
す
る
”
共
同
判
断
規
準
”
の
共
通
性
が
、
A
と
B
の
相
互
理
解
に
先
立
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

（
2
4
）
　
た
と
え
ば
次
が
あ
る
。
山
口
節
郎
、
『
社
会
と
意
味
ー
メ
タ
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
　
　
』
、
勤
草
書
房
、
一
九
八
二
年
。

（
2
5
）
　
宇
野
哲
人
編
、
『
明
解
漢
和
辞
典
増
訂
版
』
、
三
省
堂
、
八
三
七
頁
、
一
九
五
七
年
。

（
2
6
）
　
宇
野
、
七
八
頁
、
前
掲
。

（
2
7
）
　
理
会
・
理
鮮
・
理
解
の
語
を
単
独
で
用
い
る
と
き
も
、
本
文
で
の
区
別
と
同
様
の
意
味
合
い
で
使
い
分
け
る
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
で

　
用
い
た
こ
れ
ら
区
別
は
、
本
稿
内
容
に
関
す
る
便
宜
的
識
別
の
た
め
だ
け
の
表
示
に
す
ぎ
ず
、
い
た
ず
ら
に
用
語
を
増
や
す
こ
と
を
意
図

　
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

（
2
8
）
　
普
段
の
生
活
に
お
い
て
、
自
分
と
相
手
に
共
有
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
共
通
参
照
規
準
な
い
し
”
共
同
判
断
規
準
”
の
有
無
や
そ
の
内

　
容
に
つ
い
て
、
我
々
が
気
に
す
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
腹
を
割
っ
て
話
を
す
れ
ば
必
ず
分
か
り
合
え
る

　
は
ず
と
の
思
い
は
、
意
外
に
も
素
朴
な
信
仰
と
し
て
我
々
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
2
9
）
　
筆
者
は
す
で
に
、
間
主
観
性
と
の
関
連
で
錯
覚
に
つ
い
て
一
一
酉
及
し
て
い
る
。
拙
稿
、
「
権
力
概
念
の
理
論
的
規
定
を
求
め
て

　
〈
主
意
主
義
〉
的
視
点
か
ら
の
予
備
的
考
察
　
　
」
、
前
掲
。
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（
3
0
）
　
呪
術
儀
式
や
交
換
（
贈
与
）
儀
式
な
ど
が
す
ぐ
に
思
い
出
さ
れ
よ
う
。
中
野
敏
男
、
「
法
秩
序
形
成
の
社
会
学
と
そ
の
批
判
的
潜
在

　
力
」
、
『
思
想
』
、
七
六
七
号
、
一
九
八
八
年
。

（
31
）
　
M
・
ナ
タ
ン
ソ
ン
編
、
渡
部
光
ほ
か
訳
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
シ
ュ
ッ
ツ
著
作
集
第
1
巻
、
『
社
会
的
現
実
の
問
題
［
1
］
』
、
マ
ル
ジ

　
ュ
社
、
二
七
、
五
九
－
六
〇
、
六
四
頁
、
一
九
八
三
年
。

（
32
）
　
相
互
理
解
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
の
関
係
を
、
存
在
論
的
問
題
ま
で
考
慮
し
つ
つ
概
念
的
に
整
理
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、

　
本
稿
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
持
続
さ
せ
る
前
提
の
］
つ
し
て
相
互
理
解
が
必
要
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ハ

　
バ
ー
マ
ス
の
議
論
が
参
考
と
な
る
。
J
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
著
、
河
上
倫
逸
ほ
か
訳
、
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
（
上
）
』
、

未
来
社
、
壬
二
、
一
四
三
－
二
〇
四
頁
、
一
九
八
五
年
。
J
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
著
、
藤
沢
賢
一
郎
ほ
か
訳
、
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
的

行
為
の
理
論
（
中
）
』
、
未
来
社
、
八
、
一
九
〇
1
二
〇
二
頁
、
一
九
八
六
年
。
ま
た
、
ハ
バ
ー
マ
ス
に
つ
い
て
は
次
が
参
考
と
な
る
。
長

尾
真
理
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
構
造
と
生
活
世
界
」
、
山
岸
健
ほ
か
著
、
『
日
常
生
活
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
、
慶
鷹
通
信
、
一

　
九
八
六
年
。

（
3
3
）
　
ど
こ
ま
で
が
伝
統
的
な
科
学
論
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
に
ち
が
い
な
い
が
、
筆
者
は
分
析
哲
学
に
お

　
け
る
科
学
哲
学
の
立
場
を
基
本
と
し
て
い
る
。
」
・
ホ
ス
パ
ー
ズ
著
、
斎
藤
哲
郎
監
修
、
『
分
析
哲
学
入
門
3
科
学
哲
学
』
、
法
政
大
学
出

　
版
局
、
一
六
五
－
一
七
九
、
一
九
三
、
一
二
〇
、
↓
二
一
六
－
二
二
七
頁
、
］
九
七
一
年
。

（
34
）
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
社
会
学
の
対
象
を
合
理
的
行
為
に
限
定
す
る
こ
と
で
各
個
人
間
の
相
互
理
鮮
の
ず
れ
を
極
小
化
し
て
説

明
し
よ
う
と
し
（
－
）
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
シ
ュ
ッ
ツ
は
意
味
が
社
会
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
事
態
を
確
認
す
る
こ
と
で
相
互
理
鮮
に
占
め

　
る
既
存
の
共
通
分
母
を
見
い
出
し
（
”
H
）
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
は
各
行
為
が
持
つ
相
互
了
解
可
能
性
の
基
礎
に
自
明
性
の
含
ま
れ
た

相
互
知
識
を
お
い
て
い
る
（
…
m
）
。
タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
構
造
機
能
主
義
的
社
会
体
系
理
論
に
お
い
て
、
既
定
の
社
会
規
範
を
所

与
的
存
在
と
見
な
し
て
秩
序
の
成
立
を
説
明
し
（
w
）
、
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
は
等
価
機
能
主
義
か
ら
発
す
る
自
己
言
及
的
な
い
し
自
己

創
出
的
な
社
会
体
系
理
論
の
な
か
で
、
意
味
と
社
会
の
成
立
を
同
時
的
に
捉
え
マ
）
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
バ
ー
マ
ス
は
社
会
成
員
の
す
べ
て

　
が
共
有
す
る
日
常
的
実
践
知
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
合
理
性
と
関
連
づ
け
て
い
る
（
．
燗
）
。
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ニ
ー
の
論
理
構
成
は
、

語
る
こ
と
が
で
き
ぬ
知
識
と
し
て
暗
黙
知
を
措
定
し
て
お
り
（
理
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
調
査
研
究
に
は
、
社
会
の
最
深
部
に
存
在

し
て
人
間
の
思
考
と
行
為
を
方
向
付
け
る
背
景
知
を
所
与
的
当
然
と
す
る
視
点
が
あ
る
（
㎜
）
。
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相互理解についての一考察

　
　
（
i
）
　
M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
著
、
清
水
幾
太
郎
訳
、
『
社
会
学
の
根
本
概
念
』
、
岩
波
書
店
、
二
一
、
三
一
頁
、
一
九
七
三
年
。

　
　
（
”
1
1
）
　
A
・
シ
ュ
ッ
ツ
著
、
佐
藤
嘉
一
訳
、
『
社
会
的
世
界
の
意
味
構
成
』
、
木
鐸
社
、
二
二
九
－
壬
二
七
頁
、
一
九
八
二
年
。
A
・
シ

　
　
　
ュ
ッ
ツ
著
、
中
野
卓
監
修
、
桜
井
厚
訳
、
『
現
象
学
的
社
会
学
の
応
用
』
、
御
茶
の
水
書
房
、
二
一
二
ー
二
一
四
頁
、
一
九
八
0
年
。

　
　
　
西
原
和
久
、
「
社
会
学
に
お
け
る
〈
意
味
〉
の
問
題
l
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
A
・
シ
ュ
ッ
ツ
を
中
心
に
i
」
、
『
社
会
学
評
論
』
、

　
　
　
二
一
六
号
、
】
九
八
一
年
。

　
　
（
…
m
）
　
A
・
ギ
デ
ン
ズ
著
、
松
尾
精
文
ほ
か
訳
、
『
社
会
学
の
新
し
い
方
法
規
準
』
、
而
立
書
房
、
］
四
、
一
二
六
、
一
五
二
頁
、
一
九

　
　
　
八
七
年
。

　
　
（
拉
）
　
T
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
著
、
佐
藤
勉
訳
、
『
社
会
体
系
論
』
、
青
木
書
店
、
一
六
ー
二
〇
、
二
〇
八
－
二
〇
九
頁
、
一
九
七
四
年
。

　
　
（
v
）
　
N
・
ル
ー
マ
ン
著
、
土
方
昭
監
修
、
『
シ
ス
テ
ム
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
』
、
御
茶
の
水
書
房
、
九
－
一
五
頁
、
一
九
八
三
年
。

　
　
　
N
・
ル
ー
マ
ン
著
、
佐
藤
勉
監
訳
、
『
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
（
上
）
』
、
恒
星
社
厚
生
閣
、
九
二
－
九
八
頁
、
一
九
九
三
年
。

　
　
（
。
珊
）
　
J
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
著
、
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ィ
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
（
上
）
』
、
前
掲
、
三
七
－
三
九
、
一
四
三
－
一
五
二
頁
。

　
　
　
長
尾
真
理
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
構
造
と
生
活
世
界
」
、
前
掲
、
八
－
九
、
一
四
ー
二
三
頁
。

　
　
（
”
皿
）
　
M
・
ポ
ラ
ニ
ー
著
、
佐
藤
敬
三
訳
、
『
暗
黙
知
の
次
元
』
、
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
六
頁
、
一
九
九
三
年
。

　
　
（
輔
）
　
山
田
富
秋
、
「
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
論
理
枠
組
み
と
会
話
分
析
」
、
『
社
会
学
評
論
』
、
一
二
五
号
、
七
五
頁
、
一
九
八
一
年
。

（
3
5
）
　
E
・
フ
ッ
サ
ー
ル
著
、
船
橋
弘
訳
、
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
、
細
谷
恒
夫
責
任
編
集
、
『
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
　
フ
ッ
サ
ー
ル
』
、
中
央
公
論

社
、
三
一
〇
、
一
二
五
、
三
ニ
ニ
、
三
三
五
頁
、
一
九
九
三
年
Q

（
3
6
）
　
中
村
元
ほ
か
編
、
『
岩
波
仏
教
辞
典
』
、
岩
波
書
店
、
五
八
頁
、
一
九
八
九
年
。

（
3
7
）
　
筆
者
は
、
権
力
と
の
関
連
で
も
錯
覚
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
拙
稿
、
「
間
主
観
性
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
権
力
概
念
と
間
主

観
性
概
念
と
の
接
合
を
求
め
て
・
序
禄
　
　
」
、
前
掲
、
六
六
頁
。
次
も
参
照
さ
れ
た
い
。
池
田
清
彦
著
、
『
科
学
は
錯
覚
で
あ
る
』
《
新

　
装
版
》
、
洋
泉
社
、
一
九
九
六
年
。

（
3
8
）
　
こ
の
事
例
て
も
、
人
間
同
士
と
い
う
前
提
の
も
と
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。
地
球
上
で
も
、
た
と
え
ば
深
山
の
古
木
に
宿
る
木
霊
と
の

　
相
互
作
用
は
、
社
会
的
行
為
の
相
互
理
解
を
と
い
う
観
点
か
ら
は
考
察
の
対
象
外
で
あ
る
。

（
3
9
）
　
M
・
メ
ル
ロ
ー
”
ポ
ン
テ
ィ
著
、
竹
内
芳
郎
ほ
か
訳
、
『
知
覚
の
現
象
学
1
』
、
み
す
ず
書
房
、
三
〇
五
頁
、
一
九
九
三
年
。
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（
4
0
）
　
全
く
異
質
な
二
人
が
遭
遇
し
た
と
き
、
言
語
を
言
語
で
媒
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
身
体
動
作
を
経
由
し
て
媒
介
す
る
こ
と
は

　
可
能
で
あ
る
。
黒
田
亘
、
『
行
為
と
規
範
』
、
勤
草
書
房
、
一
七
五
－
一
八
0
頁
、
一
九
九
二
年
。

（
4
1
）
　
筆
者
と
視
点
は
全
く
異
な
る
が
、
先
－
自
我
的
な
次
元
と
し
て
の
原
受
動
性
の
場
面
に
お
い
て
自
－
他
の
共
在
が
可
能
で
あ
り
、
互

　
い
に
相
手
を
見
い
出
し
う
る
こ
と
の
指
摘
が
次
に
あ
る
。
斎
藤
慶
典
、
「
〈
自
己
〉
と
〈
自
己
な
ら
ざ
る
も
の
〉
」
、
『
思
想
』
、
岩
波
書
店
、

　
七
六
三
号
、
一
九
八
八
年
。

（
4
2
）
　
拙
稿
、
「
権
力
概
念
と
間
主
観
性
概
念
と
の
接
合
を
求
め
て
」
、
田
中
宏
ほ
か
編
、
『
政
治
・
社
会
理
論
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』
、
慶
慮
義

　
塾
大
学
出
版
会
、
五
二
－
五
四
頁
、
一
九
九
八
年
。

（
4
3
）
　
H
・
ア
ー
レ
ン
ト
著
、
高
野
フ
ミ
訳
、
『
暴
力
に
つ
い
て
』
、
み
す
ず
書
房
、
二
一
五
、
二
二
五
頁
、
一
九
七
三
年
。
杉
田
敦
、
『
権

　
力
』
、
岩
波
書
店
、
四
六
－
四
七
頁
、
二
〇
〇
二
年
。
N
・
ル
ー
マ
ン
著
、
長
岡
克
行
訳
、
『
権
力
』
、
勤
草
書
房
、
九
一
－
九
四
頁
、
一

　
九
八
六
年
。
廣
松
渉
・
増
山
眞
緒
子
、
『
共
同
主
観
性
の
現
象
学
』
、
世
界
書
院
、
一
九
八
六
年
。

（
4
4
）
　
拙
稿
、
「
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
の
権
力
概
念
に
つ
い
て
」
、
『
慶
鷹
義
塾
創
立
一
二
五
年
記
念
論
文
集
』
（
法
学
部
政
治
学
関
係
）
、

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
、
≡
一
八
－
二
二
九
頁
、
一
九
八
三
年
。

（
4
5
）
　
暴
力
の
根
源
性
を
認
め
る
か
ら
と
い
っ
て
、
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
手
段
と
し
て
暴
力
が
有
効
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
暴
力
の
持

　
つ
破
壊
性
を
消
去
す
べ
く
権
力
が
出
現
す
る
の
で
あ
り
、
暴
力
は
秩
序
維
持
機
制
と
し
て
の
権
力
を
陰
で
支
え
る
黒
子
に
す
ぎ
な
い
。
権

　
力
の
表
面
に
暴
力
が
出
る
こ
と
が
、
権
力
を
堕
落
さ
せ
衰
退
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
N
・
ル
ー
マ
ン
、
『
権
力
』
、

　
前
掲
、
九
七
－
一
〇
〇
頁
。

（
4
6
）
　
生
理
的
要
因
が
完
全
解
明
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
は
一
次
的
要
因
と
見
な
さ
れ
る
と
思
う
が
、
文
化
に
関
し
て
は
あ
く
ま
で
も
二
次
的

　
要
因
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
、
思
惟
と
行
動
の
範
囲
を
制
限
し
差
異
を
縮
小
さ
せ
る
一
次
的
要
因
は
暴
力
で
あ
る
。

（
4
7
）
　
文
化
を
錯
覚
の
集
合
と
捉
え
る
こ
と
で
、
文
化
を
自
律
的
な
い
し
固
定
的
に
捉
え
て
き
た
誤
り
は
避
け
ら
れ
よ
う
。
集
団
的
理
鮮
に

　
せ
よ
集
団
的
錯
覚
に
せ
よ
、
事
象
本
来
の
姿
に
肉
薄
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
ず
、
逆
に
制
限
範
囲
外
の
理
鮮
や
錯
覚
が
虚
偽
や
虚
像
で

　
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

（
4
8
）
　
ル
ー
マ
ン
よ
り
示
唆
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。

（
4
9
）
　
こ
こ
ま
で
参
照
規
準
と
判
断
規
準
の
語
を
互
換
的
に
使
用
し
て
き
た
が
、
前
者
で
は
準
拠
枠
組
の
側
面
が
、
後
者
で
は
推
論
根
拠
の
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側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

（
5
0
）
　
既
に
言
及
し
た
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
、
シ
ュ
ッ
ツ
、
ル
ー
マ
ン
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
記
し
て
い
る
。

（
51
）
　
高
田
保
馬
、
『
階
級
考
』
、
聚
英
閣
、
四
八
－
五
〇
頁
、
一
九
二
五
年
。
同
、
『
勢
力
論
』
、
有
斐
閣
、
二
二
頁
、
一
九
五
九
年
。

相互理解についての一考察
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献
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社
会
学
の
原
理
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洋
泉
社
、
二
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〇
〇
年
。

碧
海
純
一
ほ
か
、
『
科
学
時
代
の
哲
学
2
』
、
培
風
館
、
一
九
六
四
年
。

中
野
敏
男
、
「
法
秩
序
形
成
の
社
会
学
と
そ
の
批
判
的
潜
在
力
」
、
『
思
想
』
、
七
六
七
号
、
一
九
八
八
年
。

モ
ー
リ
ス
・
ナ
タ
ン
ソ
ン
編
、
渡
部
光
ほ
か
訳
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
シ
ュ
ッ
ツ
著
作
集
第
1
巻
、
『
社
会
的
現
実
の
問
題
［
1
］
』
、
マ
ル
ジ

　
ュ
社
、
一
九
八
三
年
。

ジ
ョ
ン
・
ホ
ス
パ
ー
ズ
著
、
斎
藤
哲
郎
監
修
、
『
分
析
哲
学
入
門
3
科
学
哲
学
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
一
年
。

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
著
、
清
水
幾
太
郎
訳
、
『
社
会
学
の
根
本
概
念
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
。

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
シ
ュ
ッ
ツ
著
、
佐
藤
嘉
一
訳
、
『
社
会
的
世
界
の
意
味
構
成
』
、
木
鐸
社
、
一
九
八
二
年
。

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
シ
ュ
ッ
ツ
著
、
中
野
卓
監
修
、
桜
井
厚
訳
、
『
現
象
学
的
社
会
学
の
応
用
』
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
九
年
。

西
原
和
久
、
「
社
会
学
に
お
け
る
〈
意
味
〉
の
問
題
l
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
A
・
シ
ュ
ッ
ツ
を
中
心
に
　
　
」
、
『
社
会
学
評
論
』
、
一
二
六

　
号
、
一
九
八
一
年
。

ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
著
、
松
尾
精
文
ほ
か
訳
、
『
社
会
学
の
新
し
い
方
法
規
準
』
、
而
立
書
房
、
一
九
八
七
年
。

ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
著
、
土
方
昭
監
修
、
『
シ
ス
テ
ム
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
』
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
三
年
。

ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
著
、
佐
藤
勉
監
訳
、
『
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
（
上
）
』
、
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
九
三
年
。

41



法学研究77巻1号（2004：1）

長
尾
真
理
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
構
造
と
生
活
世
界
」
、
山
岸
健
ほ
か
著
、
『
日
常
生
活
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
、
慶
鷹
通
信
、
一

　
九
八
六
年
。

ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
著
、
河
上
倫
逸
ほ
か
訳
、
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ィ
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
（
上
）
』
、
未
来
社
、
一
九
八
五
年
。

マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ニ
ー
著
、
佐
藤
敬
三
訳
、
『
暗
黙
知
の
次
元
』
、
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
九
三
年
。

山
田
富
秋
、
「
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
論
理
枠
組
み
と
会
話
分
析
」
、
『
社
会
学
評
論
』
、
二
一
五
号
、
一
九
八
一
年
。

エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
著
、
船
橋
弘
訳
、
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
、
細
谷
恒
夫
責
任
編
集
、
『
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
　
フ
ッ
サ
ー
ル
』
、
中
央
公

　
論
社
、
一
九
九
三
年
。

池
田
清
彦
、
『
科
学
は
錯
覚
で
あ
る
』
《
新
装
版
》
、
洋
泉
社
、
一
九
九
六
年
。

モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
著
、
竹
内
芳
郎
ほ
か
訳
、
『
知
覚
の
現
象
学
1
』
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
。

斎
藤
慶
典
、
「
〈
自
己
〉
と
〈
自
己
な
ら
ざ
る
も
の
〉
」
、
『
思
想
』
、
岩
波
書
店
、
七
六
三
号
、
一
九
八
八
年
。

ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
著
、
高
野
フ
ミ
訳
、
『
暴
力
に
つ
い
て
』
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
。

ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
著
、
長
岡
克
行
訳
、
『
権
力
』
、
勤
草
書
房
、
一
九
八
六
年
。

盛
山
和
夫
、
『
権
力
－
社
会
科
学
の
理
論
と
モ
デ
ル
3
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
。

黒
田
亘
、
『
行
為
と
規
範
』
、
勤
草
書
房
、
一
九
九
二
年
。

杉
田
敦
、
『
権
力
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。

ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
著
、
宮
島
喬
ほ
か
訳
、
『
社
会
理
論
の
現
代
像
』
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
六
年
。

廣
松
渉
、
『
存
在
と
意
味
』
、
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
。

ロ
ー
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
著
、
池
上
嘉
彦
ほ
か
訳
、
『
言
語
と
メ
タ
言
語
』
、
勤
草
書
房
、
一
九
八
四
年
。

タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
著
、
佐
藤
勉
訳
、
『
社
会
体
系
論
』
、
青
木
書
店
、
一
九
七
四
年
。

ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
／
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
著
、
佐
藤
嘉
一
ほ
か
訳
、
『
批
判
理
論
と
社
会
シ
ス
テ
ム
の
理
論
ー
ハ
ー
バ
ー
マ

　
ス
H
ル
ー
マ
ン
論
争
　
　
』
、
木
鐸
社
、
一
九
八
七
年
。

吉
田
民
人
、
『
情
報
と
自
己
組
織
性
の
理
論
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
。

今
田
高
俊
、
『
自
己
組
織
性
　
　
社
会
理
論
の
復
活
1
』
、
創
文
社
、
一
九
八
六
年
。
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西
原
和
久
、
『
意
味
の
社
会
学
－
現
象
学
的
社
会
学
の
冒
険
　
　
』
、
弘
文
堂
、
］
九
九
八
年
。

コ
リ
ン
・
マ
ツ
ギ
ン
著
、
植
木
哲
也
ほ
か
訳
、
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
論
　
　
ク
リ
プ
キ
に
抗
し
て
　
　
』
、
勤
草
書
房
、

　
九
〇
年
。

ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
マ
ス
著
、
三
島
憲
一
ほ
か
訳
、
『
道
徳
意
識
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
］
年
。

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
J
・
エ
ア
著
、
神
野
慧
一
郎
ほ
か
訳
、
『
経
験
的
知
識
の
基
礎
』
、
勤
草
書
房
、
一
九
九
一
年
。

新
田
義
弘
ほ
か
編
、
『
他
者
の
現
象
学
　
　
哲
学
と
精
神
医
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
』
、
北
斗
出
版
、
一
九
八
二
年
。

イ
ア
ン
・
ハ
ッ
キ
ン
グ
著
、
伊
藤
邦
武
訳
、
『
言
語
は
な
ぜ
哲
学
の
問
題
に
な
る
の
か
』
、
勤
草
書
房
、
一
九
九
七
年
。

鈴
木
弘
監
修
、
嘉
目
克
彦
ほ
か
編
、
『
理
論
社
会
学
の
現
在
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
。

神
野
慧
一
郎
編
、
『
現
代
哲
学
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
』
、
勤
草
書
房
、
］
九
九
一
年
。

今
田
高
俊
ほ
か
編
著
、
『
複
雑
系
を
考
え
る
1
目
己
組
織
性
と
は
な
に
か
H
　
　
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。

高
田
保
馬
、
『
階
級
考
』
、
聚
英
閣
、
一
九
二
五
年
。

高
田
保
馬
、
『
勢
力
論
』
、
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
。

山
口
節
郎
、
『
社
会
と
意
味
ー
メ
タ
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
』
、
勤
草
書
房
、
一
九
八
二
年
。

佐
藤
成
基
、
「
秩
序
問
題
と
再
生
産
論
」
、
『
社
会
学
評
論
』
、
一
六
三
号
、
一
九
九
〇
年
。

拙
著
、
『
政
治
権
力
研
究
の
理
論
的
課
題
』
、
慶
鷹
通
信
、
一
九
九
一
年
。

一
九

相互理解についての一考察

［
付
記
］
　
本
稿
は
慶
鷹
義
塾
平
成
十
三
年
度
学
事
振
興
資
金
（
特
別
研
究
費
）
の
助
成
を
受
け
て
な
さ
れ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
記

　
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
本
稿
末
尾
で
も
触
れ
た
ご
と
く
、
特
別
研
究
期
間
に
お
け
る
思
索
を
核
と
す
る
構
想
は
三
部
構
成
で

　
順
次
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
第
一
部
に
位
置
し
、
全
体
構
想
の
序
論
と
す
る
予
定
で
あ
る
。
第
二
部
で
は
間
主
観
性
と
自

　
己
準
拠
理
論
の
方
法
論
的
含
意
を
、
第
三
部
で
は
間
主
観
性
の
形
成
維
持
に
係
わ
る
暴
力
と
権
力
の
作
用
を
精
細
に
検
討
す
る
こ
と
を
考

　
え
て
い
る
。
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