
集
合
的
記
憶
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

集
合
的
記
憶
の
社
会
学
構
築
の
た
め
に

粟
津
賢
太

卜
鵬
。
目
6
冨
■
≧
g
巴
巨
宇
±
一
巨
g
還
ロ
n
日
身
o
目
q
D
。
θ
三
〇
⑯
∨
o
『
民
。
日
。
還

藷
巴
擦
目
富

は
じ
め
に

0
儀
礼
国
家
論

②
デ
ュ
ル
ケ
イ
ミ
ア
ン
・
レ
ガ
シ
ー

③
ネ
オ
・
デ
ュ
ル
ケ
イ
ミ
ア
ン
理
論
と
し
て
の
儀
礼
国
家
論

④
近
代
国
家
と
死
者
崇
拝

⑤
機
能
か
ら
効
果
へ

⑥
む
す
び
に
か
え
て
ー
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
と
ア
リ
ー
ナ

［論
文
要
旨
］

　
戦
没
者
の
記
念
追
悼
施
設
や
そ
の
分
析
に
は
大
ま
か
に
い
っ
て
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は

歴
史
学
的
研
究
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
社
会
学
的
研
究
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
基
礎
を

な
す
、
死
者
の
追
悼
や
時
間
に
関
す
る
哲
学
的
研
究
や
、
そ
れ
ら
が
公
共
の
場
に
お
い
て
問
題
化
さ

れ

る
政
治
学
的
な
研
究
も
存
在
す
る
が
、
こ
う
し
た
研
究
の
す
べ
て
を
網
羅
す
る
の
は
本
稿
の
目
的

で
は
な
い
。

　
歴
史
学
的
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
形
成
過
程
の
研
究
と
社
会
的
位
置
づ
け
を
め
ぐ

る
議
論
が
あ
っ
た
。
歴
史
に
お
い
て
、
欧
米
社
会
が
い
か
に
死
を
扱
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
社
会
史

的
な
問
題
設
定
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。

　
一
方
、
社
会
学
的
研
究
で
は
、
こ
れ
ま
で
国
家
儀
礼
に
関
す
る
研
究
が
主
流
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に

は
、
機
能
主
義
の
前
提
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
死
の
社
会
学
と
い
う
観
点
か
ら
、
社
会
的
に
死
が
い
か

に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
社
会
心
理
学
的
あ
る
い
は
死
生
学
的
関
心
に
よ
る
研
究
も
行
わ
れ
て

き
た
。

　
歴
史
研
究

と
社
会
学
的
研
究
と
い
う
こ
れ
ら
二
つ
の
動
向
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
や
慣
習
的

実
践
論
、
ま
た
「
場
」
の
理
論
を
取
り
込
み
つ
つ
、
次
第
に
記
憶
の
社
会
学
と
い
う
現
代
社
会
学
へ

収
敵
し
つ
つ
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
そ
の
理
論
的
形
成
や
問
題
領
域
を
整
理
し
、
現
代
社
会
学
理

論
の
中
に
集
合
的
記
憶
研
究
を
戦
略
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
。

　
集
合
的
記
憶
の
社
会
学
は
、
物
質
的
な
基
礎
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
間
と
空
間
を
社
会
分

析

に
取
り
入
れ
る
と
い
う
点
で
、
戦
略
的
な
高
地
を
確
保
で
き
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
時
間
と
空
間

に
お
け
る
行
為
者
と
し
て
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
を
考
え
る
。
こ
こ
で
い
う
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
は
あ
る
特

定
の
記
憶
の
場
を
目
指
し
た
様
々
な
社
会
的
相
互
作
用
を
行
う
主
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
儀
礼
を
執
行

す
る
主
体
で
あ
り
参
加
者
で
あ
り
、
言
説
を
産
出
す
る
主
体
で
も
あ
る
。
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
が
、
あ

る
特
定
の
空
間
に
お
い
て
（
あ
る
い
は
あ
る
空
間
に
対
し
て
）
、
あ
る
特
定
の
時
間
の
幅
の
中
で
、

い
か
な
る
動
き
を
示
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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は
じ
め
に

　
戦
没
者
の
記
念
追
悼
施
設
や
そ
の
分
析
に
は
、
大
ま
か
に
い
っ
て
二
つ
の
流
れ
が

あ
る
。
ひ
と
つ
は
歴
史
学
的
研
究
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
社
会
学
的
研
究
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
基
礎
を
な
す
、
死
者
の
追
悼
や
時
間
に
関
す
る
哲
学
的
研
究

や
、
こ
れ
ら
が
公
共
の
場
に
お
い
て
問
題
化
さ
れ
る
過
程
を
扱
う
政
治
学
的
な
研
究

も
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
網
羅
す
る
の
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。

　
歴
史
学
的
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
形
成
過
程
の
研
究
と
社
会
的
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

置
づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
欧
米
社
会
が
い
か
に
死
を
扱
っ
て
き

た
の
か
と
い
う
社
会
史
的
な
問
題
設
定
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
記
憶
の
物

質
的
フ
レ
ー
ム
で
あ
る
記
念
碑
や
墓
地
な
ど
の
施
設
の
形
態
学
的
、
建
築
史
的
、
空

間
的
研
究
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
れ
が
い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
社
会
史
的
、
あ
る
い
は
文
化
史
的
研
究
で
あ
る
。
ま
た
、

英
国
で
は
、
国
立
戦
争
博
物
館
（
↓
古
o
H
日
O
①
『
芭
≦
胃
ζ
二
。
・
o
⊆
日
）
を
中
心
と
す

る
戦
争
記
念
碑
総
目
録
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
、
情
報
の
収
集
と
保
存
の
た
め
の

施
策
と
い
う
実
践
的
な
課
題
も
持
っ
て
い
た
。

　
一
方
、
社
会
学
的
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
記
念
祭
や
追
悼
式
、
戴
冠
式
な
ど
の
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

儀
礼
に

関
す
る
研
究
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
機
能
主
義
の
前
提
が
あ

る
。
市
民
宗
教
論
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
の
国
家
社
会
を
統
合
す
る

中
心
的
価
値
が
あ
ら
わ
に
な
る
局
面
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
8
日
日
o
日
o
日
［
8
ロ
゜
。
（
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

念
祭
や
追
悼
儀
礼
）
が
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
伝
統
は
、
よ
り
詳
細
な
比
較
研
究

や
歴
史
社
会
学
的
研
究
の
中
で
批
判
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
死
の
社
会
学
と
い
う
観

点
か
ら
、
「
死
」
が
、
社
会
的
に
い
か
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
社
会
心
理
学

的
あ
る
い
は
死
生
学
的
関
心
か
ら
す
る
研
究
も
行
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
「
喪

失
の
社
会
学
（
ω
o
〔
巨
o
o
Q
司
o
＝
o
°
。
切
）
」
と
し
て
、
O
o
菅
ζ
烏
日
匂
勺
①
完
窃
の
「
心

理
社
会
的
移
行
（
勺
。
。
胃
げ
8
8
芭
↓
日
5
庄
0
5
°
・
、
勺
o
。
弓
。
・
）
」
の
研
究
や
、
巨
ロ
ユ
ψ
。
昌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

印
［
o
「
に
よ
る
「
感
情
の
社
会
的
配
置
」
に
関
す
る
研
究
な
ど
が
あ
る
。

　
歴
史
研
究
と
社
会
学
的
研
究
と
い
う
こ
れ
ら
二
つ
の
動
向
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

研
究
や
慣
習
的
実
践
論
、
ま
た
「
場
」
の
理
論
を
取
り
込
み
つ
つ
、
次
第
に
記
憶
の

社
会
学
と
い
う
現
代
社
会
学
へ
収
敏
し
つ
つ
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
そ
の
理
論
的

形
成
や
問
題
領
域
を
整
理
し
、
現
代
社
会
学
理
論
の
中
に
集
合
的
記
憶
研
究
を
戦
略

的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
。

　
ま
ず
本
稿
で
は
、
宗
教
社
会
学
に
お
け
る
儀
礼
国
家
論
の
理
論
的
批
判
を
中
心
的

に
お
こ
な
う
。
国
家
儀
礼
を
、
集
合
的
記
憶
の
社
会
的
装
置
で
あ
る
と
す
る
近
年
の

議
論
に
立
ち
入
る
前
に
、
宗
教
社
会
学
や
文
化
人
類
学
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
が
い

か

に
議
論
さ
れ
、
そ
の
議
論
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　
世
俗
国
家
に
お
け
る
儀
礼
の
存
在
は
社
会
学
や
宗
教
社
会
学
に
お
い
て
世
俗
化
論

や

市
民
宗
教
論
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
の
み
な
ら
ず
、
人
類
学
や
政
治

学
、
歴
史
学
に
い
た
る
広
大
な
問
題
領
域
を
形
成
し
て
い
る
。
か
つ
て
世
俗
社
会
と

い

わ
れ
た
現
代
社
会
、
あ
る
い
は
近
代
国
家
を
、
儀
礼
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

理
解
し
よ
う
と
す
る
い
く
つ
も
の
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
そ
れ
は
、
啓
蒙

主
義
的
前
提
に
立
つ
合
理
的
行
為
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
は
解
明
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
社

会
学

的
な
研
究
対
象
た
り
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
論
考
で
は
国
民
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
所
与
の
前
提
と
さ
れ
た
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
と
国
家

儀
礼
の
関
係
が
漠
然
と
語
ら
れ
て
い
た
り
す
る
が
、
そ
の
理
論
的
立
場
は
、
か
な
ら

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
国
家
に
お
け
る
儀
礼
的
次
元
を
解
明
す
る
た
め
に

「
劇
場
国
家
論
」
や
「
儀
礼
国
家
論
」
と
い
い
う
る
よ
う
な
分
析
や
論
考
も
数
多
く

な
さ
れ
て
き
た
し
、
そ
う
し
た
接
近
方
法
に
対
す
る
批
判
も
既
に
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
批
判
の
多
く
は
、
（
一
）
儀
礼
国
家
論
や
劇
場
国
家
論
は
国
家
儀
礼
自
体

の

静
態
的
分
析
に
留
ま
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
ゆ
え
（
二
）
実
際
の
支
配
ー
被
支
配
の

関
係
や
、
国
家
儀
礼
が
作
ら
れ
、
あ
る
い
は
強
制
さ
れ
て
き
た
歴
史
的
過
程
を
捨
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
二
点
に
主
に
集
中
し
て
い
る
。
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0
儀
礼
国
家
論

　
近
代

国
家
に
お
け
る
儀
礼
の
執
行
に
積
極
的
な
機
能
を
見
い
だ
す
儀
礼
国
家
論

は
、
近
代
化
と
い
う
社
会
変
動
論
に
も
と
つ
い
た
従
来
の
世
俗
化
論
に
鋭
く
対
立
し

て

い

る
。
立
憲
君
主
制
下
に
お
け
る
国
家
儀
礼
の
意
義
を
社
会
学
の
文
脈
に
お
い
て

主
張
し
た
影
響
力
の
あ
る
業
績
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ル
ズ
（
o
力
匡
゜
・
°
ロ
）
と
マ
イ

ケ
ル
・
ヤ
ン
グ
（
町
O
⊆
昌
吋
w
家
゜
）
に
よ
る
「
戴
冠
式
の
意
味
」
と
題
さ
れ
た
論
文
で

　
（
9
）

あ
る
。

　

シ
ル
ズ
た
ち
は
一
九
五
三
年
に
行
わ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
女
王
の
戴
冠
式
を
観
察
し
、

国
家
儀
礼
と
し
て
執
行
さ
れ
る
一
連
の
王
室
儀
礼
を
記
述
的
に
分
析
し
て
い
る
。
彼

ら
に
よ
れ
ば
そ
れ
ら
の
六
つ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
か
ら
な
る
王
室
儀
礼
が
意
味
し
て
い

る
の
は
神
か
ら
国
民
を
預
か
っ
た
国
王
の
道
徳
的
義
務
の
主
張
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
国
王
の
卓
越
し
た
道
徳
性
や
そ
の
儀
式
の
執
行
に
お
け
る
「
国
家
」
や
「
国
民
」

は
、
さ
ま
ぎ
ま
な
社
会
的
な
差
異
や
階
層
を
越
え
た
「
ひ
と
つ
の
国
家
」
「
ひ
と
つ

の

国
民
」
を
意
味
し
て
い
る
。
戴
冠
式
に
お
け
る
儀
礼
は
「
良
く
統
治
さ
れ
た
、
ま

た
良
い
社
会
に
不
可
欠
の
道
徳
的
価
値
の
一
連
の
儀
礼
的
確
認
」
で
あ
る
と
し
て
い

（1
0
）

る
。
　
「
社
会
は
そ
の
基
本
的
な
道
徳
的
規
律
の
聖
性
に
関
す
る
内
的
な
一
致
に
よ
つ

て

結
び
合
わ

さ
れ
て
」
お
り
、
通
常
、
不
完
全
で
曖
昧
で
あ
り
、
め
っ
た
に
現
れ
る

も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
中
心
的
な
価
値
は
国
家
的
儀
礼
の
場
に
お
い
て
顕

現
す
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
シ
ル
ズ
の
主
張
す
る
「
あ
ら
ゆ
る
社
会

は
中
心
を
持
ち
、
そ
れ
は
価
値
と
信
念
の
領
域
で
あ
る
」
と
い
う
、
機
能
主
義
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

社
会
理
論
上
の
立
場
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
シ

ル
ズ

た
ち
の
分
析
は
、
後
年
ブ
ラ
ム
ラ
ー
た
ち
に
よ
っ
て
再
検
討
さ
れ
て
い
る
。

ブ

ラ
ム
ラ
ー
た
ち
は
王
室
儀
礼
に
お
け
る
参
加
者
の
意
識
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果

を
「
君
主
制
に
対
す
る
態
度
」
と
題
し
た
論
文
と
し
て
発
表
し
て
い
る
。
彼
ら
が
扱

っ

た
の
は
一
九
六
九
年
に
行
わ
れ
た
英
国
皇
太
子
の
叙
任
式
に
対
す
る
人
々
の
態
度

上

の
変
化
で
あ
る
。
叙
任
式
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
つ
て
、
様
々
な
特
番
と
し
て
大

き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
国
民
全
体
に
ほ
ぼ
三
週
間
に
わ
た
る
儀
礼
の
期
間
を
経
験
さ

せ

る
。
そ
の
期
間
の
前
と
後
に
お
け
る
一
般
人
口
集
団
の
態
度
上
の
変
化
を
、
四
つ

の
調
査
機
関
か
ら
の
資
料
と
、
彼
ら
の
行
っ
た
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
調
査
に
も
と
つ
い
て

分
析
し
た
の
で
あ
る
。
　
彼
ら
が
強
調
し
た
の
は
、
映
画
ス
タ
ー
な
ど
の
大
衆
娯
楽

に
お
け
る
偶
像
に
期
待
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
、
女
王
が
臣
民
に
対
し
て
持
つ
イ
メ
ー

ジ
と
の
差
異
が
一
般
人
口
集
団
の
意
識
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
後
者
に
は
宗
教

的
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
見
出
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
王
室
」
儀
礼
は
、

「
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
単
な
る
偶
像
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
宗
教
的
な
」
価
値

を
持
っ
て
い
る
も
の
と
一
般
人
口
集
団
に
よ
っ
て
、
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
般
人
口

集
団
の
態
度
に
は
君
主
制
に
対
す
る
情
緒
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
存
在

し
、
「
国
王
」
や
「
皇
太
子
」
は
道
徳
的
な
卓
越
性
を
示
し
て
い
る
。
彼
ら
は
前
述

し
た
戴
冠
式
に
関
す
る
シ
ル
ズ
た
ち
の
分
析
を
支
持
し
、
「
王
室
」
儀
礼
に
よ
っ
て
、

「
あ
る
根
底
的
な
（
家
族
的
紐
帯
や
国
家
的
自
尊
心
な
ど
の
）
価
値
が
再
確
認
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

た
」
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
儀
礼
の
存
在
が
社
会
統
合
に
果
た
す
重
要
性
を
主
張
す
る
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、

君
主
制
を
と
る
社
会
を
対
象
と
し
た
も
の
の
み
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
と
い
う
高
度
に
機
能
分
化
し
た
多
元
社
会
に
お
け
る
「
宗
教
的
価
値
」

の

存
在

を
主
張
し
、
様
々
な
議
論
や
、
同
じ
視
点
に
た
っ
た
多
く
の
研
究
を
啓
発
し

た
と
い
う
点
で
影
響
力
の
あ
る
業
績
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
（
勾
O
ひ
①
『
叶
　
一
］
O
一
一
①
庁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

に
よ
る
「
ア
メ
リ
カ
の
市
民
宗
教
」
と
題
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
。
「
市
民
宗
教
（
⇔
」
＜
　

旦
一
σ
q
8
ロ
）
」
と
い
う
用
語
は
ル
ソ
ー
が
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
用
い
た
も
の
で

あ
る
が
、
ベ
ラ
ー
は
こ
の
用
語
を
近
代
社
会
に
お
け
る
意
味
統
合
の
問
題
に
結
び
つ

け
た
の
で
あ
る
。

　
彼

は
一
九
六
一
年
に
行
わ
れ
た
ジ
ョ
ン
・
F
・
ケ
ネ
デ
ィ
の
大
統
領
就
任
演
説
の

記
述
か

ら
論
を
始
め
る
。
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
演
説
に
は
神
に
対
す
る
言
及
が
繰
り

返

し
現
れ
、
そ
れ
は
大
統
領
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
を
神
に
対
し
て
宣
誓
す
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る
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
こ
れ
は
特
定
の
あ
る
宗
派
に
お
け
る
神

で
は

な
い
。
た
と
え
ば
ケ
ネ
デ
ィ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
言
及

さ
れ
た
神
と
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
を
意
味
し
て
い
な
い
。
政
教
分
離
原
則
の
下
に
あ

る
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
、
公
職
に
あ
る
大
統
領
が
特
定
の
宗
教
に
対
す
る
信
念
を
公

的
な
立
場
に
お
い
て
言
明
し
て
は
な
ら
な
い
。
大
統
領
が
言
明
し
た
の
は
高
度
に
一

般
化
さ
れ
た
「
神
」
で
あ
り
、
合
衆
国
を
「
神
の
下
の
国
（
宕
良
o
ロ
d
昌
O
雲
O
o
α
）
」

で
あ
る
と
す
る
観
念
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
神
へ
の
言
及
は
、
票
集
め

の

た
め
の
単
な
る
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
で
は
な
く
、
近
代
社
会
の
持
つ
「
公
的
な
宗
教
的

次
元
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
ベ
ラ
ー
は
「
市
民
宗
教
」
と
呼
び
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
は

「高
度
に
制
度
化
さ
れ
た
」
市
民
宗
教
が
存
在
し
、
そ
れ
は
コ
連
の
信
仰
、
象
徴
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

儀
式

に
表
現
さ
れ
て
」
い
る
と
し
て
い
る
。

　
市
民
宗
教
は
ア
メ
リ
カ
人
の
大
多
数
が
共
有
し
て
い
る
「
宗
教
的
志
向
」
の
「
共

通
要
素
」
で
あ
り
、
一
般
化
さ
れ
た
宗
教
的
志
向
は
、
あ
る
規
範
を
社
会
の
成
員
に

提
供
す
る
。
大
統
領
の
就
任
式
は
「
最
高
の
政
治
的
権
威
の
宗
教
的
正
統
化
を
再
確

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ぼ
　

認
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
ベ
ラ
ー
は
、
宗
教
を
超
越
的
・
普
遍
的
な
尺
度
か
ら
自

己

を
省
み
る
た
め
の
枠
組
み
を
提
供
す
る
と
す
る
拡
張
さ
れ
た
機
能
主
義
的
な
定
義

に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
合
衆
国
と
い
う
近
代
社
会
に
お
い
て
も
存
在
し
て
お
り
、

そ

れ

ゆ
え
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
民
は
「
宗
教
的
自
己
理
解
に
達
す
る
」
も
の
と
し
て

い

る
。
そ
れ
は
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
民
主
主
義
を
擁
護
し
、
「
ア
メ
リ

カ
の
制
度
の
発
展
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
」
の
だ
と
主
張
す

（1
7
）

る
。
こ
こ
に
は
彼
の
規
範
的
な
立
場
が
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。

　

シ
ル
ズ
た
ち
の
イ
ギ
リ
ス
の
国
家
儀
礼
に
関
す
る
論
考
に
つ
い
て
は
、
社
会
の
成

員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
差
異
を
越
え
て
合
意
さ
れ
た
価
値
の
存
在
を
見
る
こ
と
な
ど
で
き

な
い
と
す
る
批
判
が
そ
の
当
初
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
ビ
ル
ン
バ
ー
ム
（
ロ
貯
ロ
ぴ
①
⊂
日
“

客
）
は
、
英
国
王
室
の
儀
礼
を
宗
教
的
な
熱
狂
を
も
つ
て
迎
え
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
王
室
に
対
し
て
批
判
的
な
意
見
を
持
つ
多
数
の
者
た
ち
の
存
在
を
指
摘
し
、
シ

ル
ズ

た
ち
の
論
考
が
、
現
在
の
体
制
に
賛
同
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
の
表
明
で

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

し
か
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
史
家
の
キ
ャ
ナ
ダ
イ
ン
（
P
目
良
日
P
d
）

た
ち
も
、
国
家
儀
礼
を
執
行
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
、
歴
史
的
に
み
る
と
大
き
く
移

り
変
わ
っ
て
お
り
、
決
し
て
一
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
古
来
か
ら

連
綿
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
近
代
国
家
の
建
設
に
あ
た
っ
て

様
々
な
形
で
新
し
く
意
味
付
け
が
な
さ
れ
、
創
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
「
創
造
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

伝
統
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
、
国
家
儀

礼
の
存
在
を
社
会
に
深
く
根
づ
い
た
「
中
心
的
価
値
」
の
表
出
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

　
ま
た
ベ
ラ
ー
の
「
市
民
宗
教
」
論
に
つ
い
て
も
す
で
に
多
く
の
批
判
が
な
さ
れ

て

い

る
。
そ
れ
ら
の
な
か
で
最
も
徹
底
し
た
批
判
者
に
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ェ
ン

（勾
一
〇
げ
①
『
口
　
司
①
目
目
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
フ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
現
代
の
機
能
分
化
し
た

ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
は
、
包
括
的
な
宗
教
的
価
値
は
存
在
し
え
な
い
ば
か
り
か
、

も
は
や
不
必
要
で
あ
る
。
現
代
社
会
は
制
度
的
に
宗
教
的
価
値
の
影
響
下
を
離
れ
、

完
全
に

機
能
的
合
理
性
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
に
到
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
市
民
宗

教
論
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
う
国
家
を
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
社
会
で
あ
る
と
す

る
、
国
家
と
社
会
と
の
同
一
視
に
基
づ
い
た
疑
わ
し
い
仮
定
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
し

　
　
（
2
0
）

て

い

る
。
フ
ェ
ン
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
先
に
み
た
世
俗
化
論
の
立
場
に
立
っ

て

い

る
こ
と
が
分
か
る
。

　
儀
礼
国
家
論
や
市
民
宗
教
論
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
批
判
は
次
の
三
点
に
整
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
儀
礼
国
家
論
を
特
定
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
現
状
肯

定

に
し
か
過
ぎ
な
い
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
。
第
二
に
、
大
衆
セ
レ
モ
ニ
ー
と

し
て
の
国
家
儀
礼
の
大
々
的
な
執
行
は
、
古
来
か
ら
連
綿
と
し
て
存
在
し
続
け
て
い

る
中
心
的
価
値
の
表
出
で
は
な
く
、
近
代
以
降
の
比
較
的
新
し
い
創
造
物
で
あ
る
と

す
る
歴
史
的
批
判
。
そ
し
て
第
三
に
、
儀
礼
国
家
論
の
依
拠
し
て
い
る
理
論
的
仮
定

に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。

　

第
一
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
は
、
も
し
も
こ
の
批
判
が
単
純
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論

に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
批
判
的
価
値
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

440



粟津賢太［集合的記憶のエージェンシー］

か

ら
述
べ
る
よ
う
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
は
第
二
の
歴
史
的
批
判
と
結
び
つ
け
て

考
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

日
本
の
例
を
考
え
て
み
よ
う
。
明
治
維
新
以
降
、
近
代
天
皇
制
下
の
日
本
は
、
天

皇
が
宗
教
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
国
家
が
主
張
し
、
そ
れ
が
国
民
の
崇
拝
を
か
ち
得

て

い

た
と
常
識
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
為
政
者
の
意
図
ど
お

り
に
民
衆
が
統
合
さ
れ
て
い
た
と
す
る
、
い
わ
ば
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
成
功
例
と
し
て

引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
だ
が
こ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
為
政
者
か
ら
の
情
報

の

イ
ン
プ
ッ
ト
に
よ
り
、
国
家
に
対
す
る
民
衆
の
絶
対
的
忠
誠
が
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
さ

れ

る
と
い
う
、
き
わ
め
て
単
純
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
機
械
論
的
モ
デ
ル
に
過
ぎ
な
い
。

問
題
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。

　
何
故

な
ら
、
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
第
一
に
、
そ
の
よ
う
な
支
配
に
異
を
唱
え
、
そ

れ

ゆ
え
迫
害
さ
れ
た
少
数
者
の
存
在
や
反
乱
と
い
っ
た
歴
史
的
事
実
が
示
す
よ
う
な

支
配

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
の
逸
脱
が
説
明
で
き
な
い
し
、
第
二
に
、
こ
れ
は
単
純
な

　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

陰
謀
説
で
し
か
な
い
。
単
純
な
陰
謀
説
が
描
き
だ
し
て
し
ま
う
の
は
、
権
謀
術
数
に

長

け
た
有
能
な
支
配
者
た
ち
と
騙
さ
れ
や
す
い
あ
わ
れ
な
民
衆
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
化
さ
れ
た
図
式
で
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
単
純
な
枠
組
み
は
、
社
会
運
動
あ

る
い
は
政
治
闘
争
と
し
て
は
意
味
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問

題
を
解
明
す
る
こ
と
は
な
い
。
問
題
は
は
る
か
に
複
雑
で
あ
り
、
第
二
次
大
戦
下
の

日
本
に
お
い
て
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
成
功
を
お
さ
め
た
背
景
に
は
、
そ
れ
ま
で

に
民
衆
の
制
度
的
ま
た
精
神
的
な
選
択
肢
が
す
で
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と

が
指
摘

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
国
家
儀
礼
と
し
て
の
皇
室
儀
礼
の
執
行
と

連
動

し
て
、
学
校
や
市
町
村
レ
ヴ
ュ
ル
に
お
け
る
様
々
な
儀
式
が
執
行
さ
れ
、
特
定

の
崇
拝
の
様
式
が
民
衆
の
日
常
生
活
の
隅
々
に
す
で
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
。
ま
た

国
家
神
道
体
制
と
い
う
天
皇
の
下
に
他
の
宗
教
体
系
を
従
属
さ
せ
る
日
本
型
政
教
関

係
が
制
度
的
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
。
同
時
に
、
治
安
維
持
法
等
の
制
限
的

立
法
が
す
で
に
制
定
さ
れ
、
特
高
警
察
が
組
織
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
を
見
逃
し
て

は

な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
「
日
本
型
立
身
出
世
主
義
」
や
「
出
世
民
主
主
義
」
な
ど

と
指
摘
さ
れ
て
き
た
民
衆
の
エ
ト
ス
に
よ
っ
て
戦
前
ま
で
の
体
制
は
裏
打
ち
さ
れ
て

い

た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
民
衆
の
従
順
さ
は
、
決
し
て
為
政
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

側
の
儀
礼
の
執
行
の
み
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

だ

が
、
こ
の
よ
う
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
す
る
単
純
な
機
械
論
的
モ
デ
ル
を
放
棄

し
、
実
際
の
歴
史
過
程
を
考
慮
に
入
れ
た
と
し
て
も
、
儀
礼
国
家
論
の
問
題
が
解
明

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
批
判
が
国
家
儀
礼
の
問
題
を

解
消
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
は
、

現
代
国
家
に
お
け
る
儀
礼
の
存
在
が
過
去
の
「
残
存
物
」
と
し
か
捉
え
ら
れ
な
く
な

る
か
ら
で
あ
る
。
現
代
社
会
に
お
け
る
国
家
儀
礼
へ
の
学
的
・
社
会
的
関
心
は
、
日

本

に
お
い
て
は
昭
和
天
皇
崩
御
か
ら
大
嘗
祭
に
い
た
る
一
連
の
出
来
事
や
、
二
十
世

紀
末
か
ら
顕
在
化
し
、
武
力
衝
突
や
虐
殺
に
い
た
る
よ
う
な
、
国
際
社
会
に
お
け
る

エ
ス

ノ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
な
ど
を
契
機
に
高
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
西
暦

二
千
年
の
終
わ
り
と
い
う
区
切
り
を
目
指
し
て
様
々
な
記
念
祭
が
世
界
各
地
で
頻
繁

に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
戦
争
や
テ
ロ
の
犠
牲
者
へ
の
追

悼
式
典
や
、
日
本
に
お
け
る
「
靖
国
問
題
」
や
国
立
追
悼
施
設
の
建
設
を
め
ぐ
る
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

論
な
ど
も
ま
す
ま
す
注
目
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
家
儀
礼
は
過
去
の
残
存
物
で

は
な
く
、
現
代
社
会
に
お
い
て
も
現
実
を
構
成
す
る
機
能
を
持
ち
続
け
て
い
る
。
そ

れ
が
過
去
の
残
存
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
儀
礼
の
独
特
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
特
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
も
し
も
こ
の
よ
う
に
、
機
械
論
的
モ
デ
ル
が
放
棄
さ
れ
る
な
ら
ば
、
国
民
国
家
形

成
期
に
お
け
る
大
規
模
な
儀
礼
の
執
行
の
増
大
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ

う
か
？
ま
た
、
シ
ル
ズ
や
ベ
ラ
ー
た
ち
の
主
張
に
存
在
す
る
問
題
は
、
何
に
由
来
し

て

い

る
の
で
あ
ろ
う
か
？
我
々
に
必
要
な
の
は
こ
れ
ら
の
儀
礼
国
家
論
そ
れ
自
体
を

放
榔
し
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
く
、
有
効
な
問
い
を
発
す
る
た
め
の
理
論
的
視
座
の

獲
得
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
検
討
し
た
儀
礼
国
家
論
や
市
民
宗
教
論
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
国
家
儀

礼
が
社
会
統
合
に
不
可
欠
な
根
底
的
価
値
を
表
出
し
、
か
つ
、
国
家
儀
礼
に
お
い
て
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そ
れ
ら
の
価
値
が
社
会
の
成
員
に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
描
き
だ
し

て

い

る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
宗
教
的
な
も
の
に
よ
っ
て
社
会

統
合
が
達
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
明
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
い
ず
れ
の
論
考
に
も
、
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
理
論
に
対
す
る
明
示
的
な
依
拠
が
見
ら
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
儀
礼
国
家
論
が
依
拠
す
る
重
要
な
理
論
的
前
提
と
し
て
社
会
に
対

す
る
機
能
主
義
的
理
解
を
検
討
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
ろ
う
。

②
デ
ュ
ル
ケ
イ
ミ
ア
ン
・
レ
ガ
シ
ー

え
出
で
、
動
物
は
繁
殖
し
、
そ
し
て
、
前
夜
ま
で
は
不
毛
な
砂
漠
に
す
ぎ
な
か
っ

た
国
々
は
、
豪
華
を
極
め
た
動
物
帯
と
植
物
帯
と
で
被
わ
れ
る
。
よ
い
季
節
が

近
づ
く
と
思
わ
れ
る
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
、
イ
ン
テ
ィ
チ
ュ
マ
が
執
行
さ
れ
る

　
　
（
2
4
）

の

で
あ
る

　
ま
た
、
そ
の
自
然
の
景
観
に
は
、
彼
ら
の
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
石

や

岩
、
場
所
が
存
在
し
て
い
る
。
儀
礼
は
、
そ
れ
ら
を
た
ど
る
旅
で
も
あ
る
と
解
釈

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
集
合
的
記
憶
の
社
会
学
と
い
う
観
点
か
ら
、
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
の
古
典

的
業
績
『
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
』
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
儀
礼
の
理
解
を
簡
単
に

再
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
彼
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ボ
リ
ジ
ニ
社
会
に
お
け
る
諸
々
の
宗
教
的
儀
礼
に

関
す
る
報
告
を
も
と
に
、
宗
教
的
な
儀
礼
体
系
を
、
消
極
的
礼
拝
と
積
極
的
礼
拝
と

の

二

つ

に
、
分
析
的
に
概
念
化
し
た
。
前
者
は
、
聖
な
る
も
の
と
の
交
流
を
制
限

し
、
隔
離
す
る
た
め
の
禁
忌
（
①
ぴ
o
り
↑
O
P
白
一
〇
口
）
の
体
系
で
あ
り
、
後
者
は
聖
な
る
も

の

と
の
積
極
的
な
交
流
が
目
指
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
積
極
的
儀
礼
を
示
す
も
の
と

し
て
、
彼
は
、
ウ
ィ
チ
ェ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
青
虫
を
ト
ー
テ
ム
と
す
る
ア
ル
ン
タ

族

（〉
巨
暮
陣
）
の
氏
族
に
お
い
て
行
わ
れ
る
イ
ン
テ
ィ
チ
ュ
マ
儀
礼
（
ミ
～
6
ミ
§
亀
）

を
取
り
上
げ
て
い
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
彼
の
、
時
間
性
へ
着
目
で
あ
る
。
彼
は
自

然
の
運
行
リ
ズ
ム
の
申
に
儀
礼
を
置
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

イ
ン
テ
ィ
チ
ュ
マ
が
行
わ
れ
る
日
付
は
、
大
部
分
は
、
季
節
に
よ
っ
て
い
る
。

中
央
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
は
、
鮮
明
に
分
割
さ
れ
た
二
季
節
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
一
つ
は
、
乾
燥
し
た
季
節
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
長
い
間
続
く
。
も
う
一
つ

は
、
雨
季
で
、
こ
れ
は
反
対
に
き
わ
め
て
短
く
、
し
ば
し
ば
、
不
規
則
で
あ
る
。

雨
が
や
っ

て

く
る
と
、
あ
た
か
も
妖
術
に
よ
る
か
の
よ
う
に
植
物
は
土
か
ら
萌

酋
長
が
決
定

し
た
日
に
、
ト
ー
テ
ム
集
団
の
全
員
は
、
主
キ
ャ
ン
プ
に
集
合
す

る
。
（
中
略
）
そ
の
ト
ー
テ
ム
の
人
々
は
、
ひ
と
た
び
集
ま
る
と
、
キ
ャ
ン
プ

に

は
二
、
三
人
だ
け
を
残
し
て
お
い
て
、
行
進
を
始
め
る
。
武
器
も
も
た
ず
、

平
生
の

装
飾
も
一
切
な
し
に
、
素
裸
で
、
彼
ら
は
深
い
沈
黙
の
う
ち
に
相
つ
い

で
進
む
。
彼
ら
の
態
度
、
彼
ら
の
行
進
は
、
宗
教
的
な
荘
重
さ
で
刻
印
さ
れ
て

い

る
。
（
中
略
）
彼
ら
が
た
ど
っ
て
い
く
国
は
、
光
栄
あ
る
祖
先
た
ち
が
残
し

た
思
い
出
に
ま
っ
た
く
み
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
石
英
の
大
塊
が

地
中
に
沈
み
込
ん
で
、
周
囲
に
は
丸
い
小
石
の
あ
る
場
所
に
着
く
。
こ
の
塊
は
、

青
年
期
に
あ
る
ウ
ィ
チ
ュ
テ
ィ
青
虫
を
、
表
象
し
て
い
る
。
ア
ラ
ト
ゥ
ン
ジ
ャ

が
、
こ
れ
を
ア
プ
マ
ラ
（
§
ミ
☆
ミ
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
小
さ
い
木
製
の
飼
桶

で
打
つ
。
そ
れ
と
同
時
に
、
動
物
に
卵
を
生
ま
せ
る
目
的
で
、
彼
は
歌
を
唄
う
。

彼

は
、
ま
た
、
動
物
の
卵
を
象
っ
た
石
に
も
同
じ
こ
と
を
す
る
。
そ
し
て
、
石

の

一
つ
で
出
席
者
の
お
の
お
の
の
胃
を
撫
で
る
。
こ
れ
が
終
わ
る
と
、
彼
ら
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

み

な
、
少
し
下
の
方
の
岩
の
と
こ
ろ
に
降
り
る

　
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
は
、
イ
ン
テ
ィ
チ
ュ
マ
儀
礼
の
他
に
、
様
々
な
模
擬
的
儀
礼
も
考

察
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
一
種
の
豊
饒
儀
礼
で
あ
り
、
積
極
的
儀
礼
で
は
、
多

く
の
場
合
、
儀
礼
に
よ
る
自
然
に
た
い
す
る
働
き
か
け
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
ト
カ
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ゲ
の
氏
族
が
ト
カ
ゲ
の
祖
先
を
表
す
岩
を
剥
ぎ
取
り
、
各
方
角
へ
投
げ
る
儀
礼
、
蜜

蜂
、
カ
ン
ガ
ル
ー
等
、
様
々
な
形
態
を
と
る
が
、
そ
れ
ら
は
同
じ
儀
礼
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
豊
穣
を
約
束
す
る
も
の
は
「
寓
話
的
」
で
「
不
朽
」

な
祖
先
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
の
交
流
な
の
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
儀
礼
の
行
わ

れ
る
意
味
を
描
い
て
い
る
。

参
加
者
が
携
え
て
い
る
樹
枝
は
、
こ
の
貴
い
塵
を
あ
ら
ゆ
る
方
角
に
散
乱
さ
せ

る
の
に
、
役
立
つ
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
飛
ん
で
行
っ
て
、
そ
の
豊
饒

に
す
る
作
用
を
及
ぼ
す
。
こ
の
手
段
に
よ
っ
て
、
氏
族
が
、
い
わ
ば
、
守
護
し
、

か

つ
ま
た
依
存
し
て
い
る
動
物
種
の
豊
か
な
増
殖
を
保
証
し
た
、
と
信
じ
ら
れ

　
（
2
7
）

て

い
る

各
氏
族
が
そ
の
子
孫
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
寓
話
的
祖
先
は
、
か
つ
て
は

地
上

に
生
き
て
、
そ
こ
に
通
路
の
痕
跡
を
と
ど
め
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
想

起
す
る
。
こ
れ
ら
の
痕
跡
は
、
と
く
に
、
祖
先
た
ち
が
若
干
の
場
所
に
置
い
た
、

あ
る
い
は
、
彼
ら
が
地
中
に
沈
み
込
ん
だ
地
点
に
形
成
さ
れ
た
、
石
ま
た
は
岩

か

ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
岩
や
石
は
、
祖
先
の
身
体
、
あ
る
い
は
、
身
体

の
一
部
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
思
い
出
を
呼
び
起
こ
す
。
こ
れ
ら
は
祖
先
を
表
象

す
る
の
で
あ
る
。
ひ
い
て
は
、
岩
や
石
は
、
こ
れ
ら
の
同
じ
祖
先
に
と
っ
て
ト
ー

テ
ム

と
し
て
役
立
っ
た
動
物
や
植
物
を
表
現
す
る
。
個
人
と
そ
の
ト
ー
テ
ム
と

は
、
同
一
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
々
は
、
こ
れ
ら
の
祖
先
に
、

現
在
生
き
て
い
る
同
じ
種
の
動
物
や
植
物
に
帰
す
の
と
同
じ
実
在
、
同
じ
固
有

性
を
帰
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
較
べ
て
、
こ
れ
ら
の
祖
先
は
、
不
滅
で
あ
り
、

疾
病
と
死
と
を
知
ら
な
い
点
で
、
長
所
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら

の

祖
先
は
、
い
つ
で
も
自
由
に
処
分
で
き
る
、
恒
久
、
不
易
の
、
動
植
物
の
生

命
の
貯
蔵
所
の
よ
う
な
も
の
を
構
成
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
な
り
多
く

の
場
合
、
種
の
繁
殖
を
保
証
す
る
た
め
、
年
毎
に
赴
く
の
は
、
こ
の
貯
蔵
所
に

　
（
2
6
）

で
あ
る

こ
の
儀
礼
の
意
味
は
明
瞭
で
あ
る
。
ア
ラ
ト
ゥ
ン
ジ
ャ
が
聖
石
を
叩
く
の
は
、

塵
を
掃
う
た
め
で
あ
る
。
こ
の
き
わ
め
て
聖
な
る
塵
の
細
粒
は
、
生
命
の
萌
芽

で
あ
る
、
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
、
い
ず
れ
も
が
、
霊
的
原
理
を
含
ん
で

い

て
、
こ
れ
が
同
じ
種
の
有
機
体
に
入
っ
て
、
新
た
な
存
在
に
生
命
を
与
え
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
積
極
的
儀
礼
に
よ
っ
て
、
物
理
的
自
然
に
働
き
か
け
よ
う
と

す
る
、
儀
礼
に
対
す
る
宗
教
的
あ
る
い
は
呪
術
的
な
意
味
づ
け
は
、
当
事
者
た
ち
の

説
明
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
儀
礼
が
執
行
さ
れ
る
真
の
意
味
を

開
示
し
て
は
い
な
い
と
彼
は
述
べ
る
。
物
理
的
な
成
果
が
期
待
さ
れ
て
い
な
い
儀
礼

も
存
在
し
て
い
る
し
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儀
礼
が
執
行
さ

れ

る
真
の
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
物
理
的
効
力
や
豊

穣
を
意
図
し
た
も
の
と
し
て
の
み
、
儀
礼
を
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「人
が
儀
礼
を
行
う
の
は
、
依
然
と
し
て
、
過
去
に
忠
実
で
あ
ろ
う
が
た
め
で
あ
り
、

集
合
体
に
そ
の
道
徳
的
特
色
を
保
有
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
儀
礼
が
生
み
出
し
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

物
理
的
効
果
の
た
め
で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

　

す
で
に
引
用
し
た
イ
ン
テ
ィ
チ
ュ
マ
儀
礼
に
お
い
て
も
、
岩
や
石
と
そ
れ
ら
に
対

す
る
巡
礼
と
過
去
へ
の
想
起
な
ど
が
着
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
た
。
「
彼
ら
が
た

ど
つ
て
い
く
国
は
、
光
栄
あ
る
祖
先
た
ち
が
残
し
た
思
い
出
に
ま
っ
た
く
み
た
さ
れ

て

い

る
」
の
で
あ
る
。
記
憶
の
物
質
的
フ
レ
ー
ム
、
想
起
な
ど
、
「
集
合
的
記
憶
」

の
古
典
的
提
唱
者
で
あ
る
モ
ー
リ
ス
・
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
発
想
は
、
す
で
に
、
こ

の

『原
初
形
態
』
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
デ
ュ

ル

ケ
イ
ム
は
、
儀
礼
を
「
何
に
も
ま
し
て
社
会
的
集
団
が
周
期
的
に
自
己
を

　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

再
確
認
す
る
手
段
」
と
み
、
「
わ
れ
わ
れ
が
研
究
し
た
他
の
儀
礼
は
、
ま
さ
に
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

の

本
質
的
な
儀
礼
の
諸
様
態
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
立
場

か

ら
、
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
は
、
積
極
的
礼
拝
の
中
で
、
い
か
な
る
物
理
的
効
力
も
目
的

と
し
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
儀
礼
を
も
ま
た
析
出
し
た
。
そ
れ
が
、
記
念
的
儀
礼
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と
蹟
罪
的
儀
礼
で
あ
る
。
こ
う
し
た
過
去
の
出
来
事
を
記
念
す
る
儀
礼
の
典
型
と

し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
ワ
ー
ラ
ム
ン
ガ
族
の
祖
先
タ
ラ
ウ
ア
ラ
（
冒
ミ
§
ミ
合
）

を
記
念
す
る
儀
礼
で
あ
る
。
そ
う
し
た
儀
礼
で
は
「
単
に
表
象
す
る
だ
け
の
、
人
々

の
心
に

も
っ
と
も
深
く
き
ざ
み
つ
け
て
お
く
だ
け
の
目
的
で
、
過
去
が
表
象
さ
れ
て

い

る
。
自
然
に
対
す
る
決
定
的
な
活
動
も
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
に
は
期
待
さ
れ
て
い
な

（3
1
）い

」
と
い
う
。
彼
は
、
今
日
的
観
点
か
ら
い
え
ば
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
と
い

い
う
る
よ
う
な
儀
礼
の
持
つ
上
演
性
や
舞
台
性
、
そ
し
て
そ
れ
が
記
念
的
行
為
で
あ

る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
民
族
で
は
、
各
氏
族
は
、
単
一
で
ユ
ニ
ー
ク
な
祖
先
ー
一
定
の
場
所
で
生

ま
れ
、
国
の
あ
ら
ゆ
る
方
向
を
馳
け
回
る
こ
と
で
地
上
の
生
涯
を
過
ご
し
た
ー

か

ら
出
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
祖
先
こ
そ
、
旅
路
の
間
に
、
い
ま
呈
し
て
い
る

る
よ
う
な
形
態
を
国
土
に
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
山
々
や
平
原
、
水
孔
や
小
川

な
ど
を
作
っ
た
の
は
こ
の
祖
先
で
あ
る
。
同
時
に
、
彼
は
生
き
た
種
を
途
上
に

蒔
い
た
。
こ
れ
ら
の
種
は
、
彼
の
身
体
か
ら
離
れ
て
、
相
つ
ぐ
化
身
の
結
果
、

氏
族
の
現
在
の
成
員
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ワ
ー
ラ
ム
ン
ガ
族
で
は
、
ア
ル

ン

タ
族
の
イ
ン
テ
ィ
チ
ュ
マ
に
ま
さ
し
く
相
当
す
る
祭
儀
が
祖
先
の
神
話
史
を

記
念

し
表
出
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
。
（
中
略
）
儀
礼
は
、
一
に
過
去

を
追
憶
さ
せ
、
い
わ
ば
、
過
去
を
ま
こ
と
の
劇
的
表
出
に
よ
っ
て
現
在
と
す
る

こ
と
に
あ
る
。
こ
の
場
合
、
祭
司
は
自
ら
が
表
明
し
て
い
る
祖
先
の
化
身
と
は

け
っ
し
て
み
な
さ
て
い
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
わ
れ
わ
れ
の
い
っ
た
言
葉
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

精
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
祭
司
は
一
役
を
演
じ
て
い
る
一
人
の
俳
優
で
あ
る

記
念
的
祭
儀
は
、
祖
先
タ
ラ
ウ
ア
ラ
の
神
話
史
を
、
彼
が
大
地
を
出
て
か
ら
決

定
的
に
そ
こ
に
戻
る
と
き
ま
で
を
上
演
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
祭
儀
は
、

こ
の
祖
先
の
あ
ら
ゆ
る
旅
を
通
し
て
追
跡
す
る
。
神
話
に
よ
れ
ば
、
滞
在
し
た

地
所
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
彼
は
ト
ー
テ
ム
祭
儀
を
行
っ
た
。
人
々
は
、
こ

れ

ら
の
祭
儀
を
、
本
来
相
つ
い
で
な
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
と
お
り
の
順
序

で
、
反
復
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
頻
繁
に
起
こ
る
運
動
は
、
リ
ズ
ム
あ
る

激

し
い
全
身
の
一
種
の
も
が
き
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
祖
先
が
自
ら
の

中
に
含
ま
れ
て
い
た
生
命
の
種
を
出
す
た
め
、
神
話
時
代
に
こ
の
よ
う
に
振

舞
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
俳
優
は
羽
毛
で
被
わ
れ
た
獣
皮
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ

が
。
こ
れ
ら
の
運
動
の
結
果
、
離
れ
て
飛
び
散
る
。
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

れ

ら
の
神
秘
的
な
種
の
飛
翔
と
空
間
内
へ
の
撒
布
と
を
象
っ
た
仕
方
で
あ
る

す
べ
て
が
、
氏
族
の
神
話
的
過
去
を
人
の
精
神
的
現
在
と
す
る
こ
と
だ
け
に
向

け
ら
れ
た
演
出
と
な
っ
て
推
移
す
る
。
け
れ
ど
も
、
あ
る
集
団
の
神
話
学
は
、

こ
の
集
団
に
共
通
な
信
念
の
総
体
で
あ
る
。
神
話
学
が
思
い
出
を
永
続
さ
せ
る

諸
伝
承
の
表
明
す
る
も
の
は
、
社
会
が
人
と
世
界
と
を
表
象
す
る
様
式
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
歴
史
で
あ
る
と
同
時
に
道
徳
で
あ
り
、
宇
宙
観
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
儀
礼
は
、
こ
れ
ら
の
信
念
の
活
力
を
維
持
し
、
こ
れ
ら
が
記
憶
か
ら
消
え

去

る
の
を
防
ぐ
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
要
す
る
に
、
集
合
意
識
の
最
も
本
質

的
な
要
素
を
再
活
動
さ
せ
る
こ
と
に
し
か
役
立
た
な
い
し
、
ま
た
役
立
ち
え
な

い

の
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
集
団
は
自
ら
抱
懐
し
て
い
る
感
情
と
自
己
の

統
一
の
感
情
と
を
周
期
的
に
活
気
づ
け
る
。
同
時
に
、
個
人
は
自
分
た
ち
の
社

会
的
存
在
と
し
て
の
性
質
を
強
め
る
。
目
前
で
の
再
び
躍
如
た
る
光
栄
あ
る
思

い

出
ー
彼
ら
は
こ
れ
を
連
帯
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
ー
は
、
彼
ら
に
力
と
信
任

と
の
印
象
を
与
え
る
。
人
は
、
ど
ん
な
に
遠
い
過
去
に
祭
儀
が
潮
る
か
、
ま
た
、

祭
儀
が

ど
ん
な
に
偉
大
な
事
物
を
鼓
舞
し
た
か
を
み
る
と
き
、
さ
ら
に
自
己
の

　
　
　
　
　
　
（
M
）

信
仰
を
強
固
に
す
る

　

こ
う
し
た
箇
所
に
は
、
そ
の
上
演
性
と
と
も
に
、
不
朽
性
と
い
う
時
間
に
関
す
る

独
特
な
表
象
へ
の
着
目
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
族
の
不
朽
性
と
い
う
表
象
が
民

族
を
強
化
す
る
「
効
果
」
を
生
む
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
そ
の
記
念
的
上
演
は
、
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凹
地
や
岩
、
大
地
の
裂
け
目
な
ど
の
自
然
物
や
景
観
と
い
う
物
質
に
枠
づ
け
ら
れ
て

い

る
。
そ
う
し
た
場
所
自
体
が
ト
ー
テ
ム
に
用
い
ら
れ
て
さ
え
い
る
の
で
あ
る
。

わ

れ
わ

れ

は
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
間
で
、
あ
る
祖
先
が
滞
在
し
た
場
所
を
示
し

て

い

る
土
地
の
裂
目
ま
た
は
凹
地
が
、
と
き
に
は
、
ト
ー
テ
ム
に
用
い
ら
れ
て

い

る
こ
と
を
み
た
。
こ
れ
ら
の
ト
ー
テ
ム
に
、
明
ら
か
に
何
の
物
理
的
効
果
も

も
ち
え
な
い
諸
祭
儀
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
過
去
を
記
念
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
上
演
か
ら
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
記
念
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
額
）

ほ

か

に
は
、
何
の
標
的
を
も
目
指
せ
な
い
の
で
あ
る

　
デ
ュ

ル

ケ
イ
ム
は
ま
た
、
喪
（
号
巨
）
や
公
的
災
害
が
起
こ
っ
た
時
な
ど
に
行

わ
れ
る
蹟
罪
的
儀
礼
（
巳
8
豆
①
o
巳
巴
苫
゜
・
）
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
。

喪
は
積
極
的
礼
拝
の
他
の
諸
形
態
と
異
な
っ
て
い
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
と
類
似

し
て
い
る
面
が
一
つ
あ
る
。
喪
も
ま
た
、
こ
れ
に
参
加
す
る
人
々
に
沸
騰
の
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

態
を
も
た
ら
す
、
集
合
的
祭
儀
か
ら
な
っ
て
い
る

個
人
が
死
ぬ
と
、
所
属
し
て
い
た
家
族
集
団
は
微
弱
に
さ
れ
た
の
を
感
じ
、
こ

の
損
失

に
対
応
す
る
た
め
、
集
合
す
る
。
共
通
の
不
幸
は
、
幸
い
な
出
来
事
の

接
近
と
同
じ
効
果
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
集
合
的
感
情
を
強
め
、
ひ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

は
、
人
を
互
い
に
求
め
合
わ
せ
、
接
近
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る

喪
の
祭
儀
は
、
そ
れ
を
生
ん
だ
諸
原
因
そ
の
も
の
を
、
し
だ
い
に
、
中
和
す
る
。

喪
の
起
源

に
あ
る
の
は
、
集
団
が
成
員
の
一
人
を
失
っ
た
と
き
に
痛
感
す
る
衰

弱
の
印
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
印
象
そ
の
も
の
が
、
個
人
を
互
い
に
接
近

さ
せ
、
よ
り
密
接
な
関
連
の
も
と
に
お
き
、
同
じ
魂
の
状
態
に
結
び
つ
け
、
し

か
も
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
本
の
衰
弱
を
償
う
助
力
の
感
覚
を
引
き

出
す
結
果
を
招
来
す
る
。
一
緒
に
泣
く
か
ら
、
人
々
は
い
つ
も
互
い
に
助
け
合

う
の
で
あ
り
、
ま
た
集
合
体
の
蒙
っ
た
打
撃
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
損
な
わ
れ
な

　
　
　
（
認
）

い
の

で
あ
る

喪
が
終
わ
る
と
、
家
族
社
会
は
、
喪
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
再
び
静
穏
に
な
る
。

社
会

は
自
信
を
取
り
戻
す
。
個
人
た
ち
は
彼
ら
に
及
ぼ
さ
れ
る
辛
い
抑
圧
を
軽

減
さ
れ
る
。
彼
ら
は
い
っ
そ
う
気
楽
に
感
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
死
者
の
霊
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑮
）

善
良
な
保
護
者
と
な
る
た
め
に
、
敵
対
的
感
情
を
放
棄
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る

　
今
日
的
観
点
か
ら
い
え
ば
、
た
と
え
ば
戦
没
兵
士
の
追
悼
式
は
、
記
念
的
儀
礼
と
、

喪
と
蹟
罪
儀
礼
の
複
合
し
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
デ
ュ

ル

ケ
イ
ム
に
と
っ
て
、
集
合
的
感
情
や
道
徳
的
力
、
集
合
表
象
は
、
個
人
の

精
神
の
中
に
存
在
す
る
非
人
格
的
存
在
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
後
の
レ
ヴ
ィ

H
ス
ト
ロ
ー
ス
の
い
う
構
造
と
い
う
概
念
の
原
型
す
ら
、
そ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
祝
祭
に
し
ろ
、
喪
や
蹟
罪
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
人
々
を
集
わ
せ
、
同
じ

儀
礼
に

従
事
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
一
の
社
会
的
感
情
を
共
有
す
る
。
人
々
が
集

い
合
う
こ
と
自
体
が
、
社
会
の
道
徳
的
力
を
高
め
、
刷
新
し
、
人
々
に
力
を
与
え
る

の

で

あ
る
。
集
合
表
象
の
起
源
は
集
合
体
に
あ
り
、
そ
れ
が
弱
ま
っ
た
と
き
に
は
、

再
び
集
合
体
の
中
に
浸
す
、
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
が
想
定
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
事
態
な

の

で
あ
る
。

③
ネ
オ
・
デ
ュ
ル
ケ
イ
ミ
ア
ン
理
論
と
し
て
の
儀
礼
国
家
論

　
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
の
提
起
し
た
集
合
表
象
学
説
に
よ
っ
て
、
社
会
学
や
人
類
学
に
お

け
る
儀
礼
の
問
題
は
定
式
化
さ
れ
た
。
儀
礼
と
い
う
非
日
常
的
な
「
集
合
的
沸
騰

（O
O
一
一
〇
〇
⇔
一
く
O
　
O
津
『
＜
Φ
ψ
力
6
0
口
）
」
の
中
で
、
参
加
者
は
集
合
表
象
を
獲
得
し
、
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
）

日
常
的
な
社
会
的
紐
帯
の
原
初
的
形
態
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
後
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の

機
能
主
義
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
単
純
な
未
開
社
会
を
考
察
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
の
定
式
が
、
近
代
社
会
の
分
析
に
お
い

て

理
論
的
に
仮
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
複
合
社
会
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が

ひ

と
つ
の
社
会
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
限
り
、
そ
こ
に
は
な
ん
ら
か
の
統
合
機
能

が
働
い
て
お
り
、
そ
れ
は
社
会
の
成
員
が
共
有
し
て
い
る
集
合
表
象
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
何
ら
か
の
価
値
、
超
越
的
・
宗
教
的
な
価
値
で
あ
る
。
前
述
し
た
シ

ル
ズ

に

よ
る
「
中
心
と
周
縁
」
論
や
ベ
ラ
ー
に
よ
る
「
市
民
宗
教
」
論
、
ま
た
は
ア

　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
（
団
一
ω
O
口
o
力
け
①
全
⇔
Q
り
゜
宕
゜
）
に
よ
る
「
伝
統
」
論
等
々
の
論
者
た
ち
は
、

ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
は
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
の
「
集
合
的

沸
騰
」
の
理
論
か
ら
「
価
値
合
意
（
＜
①
＝
」
O
　
O
O
⇒
ψ
力
O
目
o
力
已
ψ
り
）
」
の
理
論
へ
の
移
行
で
あ

　
　
　
　
（
4
2
）

る
と
い
え
る
。
社
会
に
お
け
る
中
心
的
価
値
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
れ
ら
の
論
は
、

世
俗
化
論
と
鋭
く
対
立
し
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
れ
は
社
会
に
お
け

る
宗
教
的
次
元
の
機
能
主
義
的
な
前
提
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
社
会
統
合
に
果
た
す

宗
教
の
機
能
と
い
う
理
論
的
前
提
に
由
来
し
て
い
る
。

　
ス

テ

ィ
ー
ブ
ン
・
ル
ー
ク
ス
（
↑
昆
o
°
・
°
o
。
°
）
は
、
社
会
統
合
に
果
た
す
宗
教
的
次

元
の
存
在
を
強
調
す
る
論
者
た
ち
を
、
そ
の
前
提
と
し
て
い
る
理
論
的
立
場
に
よ
っ

て
特
徴
づ
け
、
そ
れ
を
ネ
オ
・
デ
ュ
ル
ケ
イ
ミ
ア
ン
（
P
O
◎
－
】
）
已
『
汁
げ
O
一
日
｛
①
口
）
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

う
呼
称
で
ま
と
め
、
整
理
・
検
討
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
ネ
オ
・
デ
ュ

ル

ケ
イ
ミ
ア
ン
た
ち
の
主
張
に
お
い
て
、
政
治
的
儀
礼
は
価
値
統
合
の
存
在
を
示
す

証
拠
で

あ
る
と
さ
れ
、
「
価
値
の
統
合
は
あ
る
一
つ
の
社
会
の
統
合
の
中
心
的
な
局

面
で

あ
り
、
価
値
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
社
全
体
系
の
均
衡
を
維
持
し
て
お
り
、
そ
れ

ゆ
え
政
治
的
儀
礼
は
近
代
産
業
社
会
の
統
合
に
根
底
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

ま
た
ネ
オ
・
デ
ュ
ル
ケ
イ
ミ
ア
ン
た
ち
の
主
張
に
は
多
く
の
疑
問
点
が
あ
り
、
そ

れ

ら
は
い
わ
ゆ
る
「
秩
序
の
問
題
」
を
前
提
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
て

い

る
。
仮
に
「
秩
序
」
が
存
在
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
複
雑

な
問
題
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
第
一
に
そ
れ
が
い
か
に
し
て
存
在
し
て
い
る
か
が
説

明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
た
め
に
は
ネ
オ
・
デ
ュ
ル
ケ
イ
ミ
ア
ン
の
解
答
は

過
度
に
単
純
過
ぎ
る
。
彼
ら
は
多
く
の
問
題
に
応
え
た
後
に
の
み
、
あ
る
全
体
と
し

て

の

社
会
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
存
在
や
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
「
価
値
合
意
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

問
題
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
ル
ー
ク
ス
は
、
社
会
統
合
が
あ
ま
り
に
も
単
純
な
概
念
で
あ
り
、
価
値

合
意
が
疑
問
の
多
い
「
仮
定
」
に
過
ぎ
な
い
ゆ
え
に
、
ネ
オ
・
デ
ュ
ル
ケ
イ
ミ
ア
ン

の
理
論
は
近
代
産
業
社
会
の
統
合
と
い
う
問
題
を
理
解
す
る
た
め
に
は
何
の
役
に
も

た
た
ず
、
ま
た
、
彼
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
「
統
合
ー
強
化
」
の
儀
礼
し
か
扱
い
え

な
い
（
つ
ま
り
反
乱
の
儀
礼
な
ど
は
扱
い
え
な
い
）
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

に
、
政
治
的
儀
礼
の
問
題
の
解
明
に
も
ほ
と
ん
ど
貢
献
し
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。

　
つ
ま
り
、
ネ
オ
・
デ
ュ
ル
ケ
イ
ミ
ア
ン
が
扱
う
儀
礼
は
先
に
み
た
よ
う
に
戴
冠
式

や
叙
任
式
な
ど
で
あ
り
、
そ
う
し
た
儀
礼
が
分
析
対
象
と
な
る
の
は
、
そ
の
儀
礼
の

中
に
繰
り
返
し
現
れ
て
く
る
象
徴
が
表
現
し
て
い
る
内
容
か
ら
判
断
さ
れ
て
い
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
儀
礼
の
中
に
現
れ
る
国
家
的
象
徴
や
国
家
に
つ
い
て
の
象
徴
的
言

及

を
、
換
言
す
る
な
ら
ば
明
ら
か
に
支
配
の
正
当
性
を
表
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
な

儀
礼
を
、
そ
の
象
徴
内
容
か
ら
「
統
合
－
強
化
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
分

析
は
必
然
的
に
＝
面
的
（
O
P
O
l
ψ
o
｛
ユ
O
△
）
」
で
「
無
批
判
な
（
§
6
『
宣
o
巴
」
も
の

と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
ば
か
り
か
、
儀
礼
の
持
つ
よ
り
根
底
的
な
効
果
を
見
逃
し
て

し
ま
う
「
狭
量
な
も
の
（
口
①
『
『
O
ミ
⇒
O
ω
ω
）
」
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
批
判
に
明
ら
か
な
よ
う
に
ル
ー
ク
ス
は
近
代
社
会
に
お
け
る
政
治
的

儀
礼
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
儀
礼
の
存
在
に
よ
り
根
底
的

な
働
き
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
提
示
す
る
考
察
の
新
し
い
方
向
性
は
、

社
会
を
統
合
す
る
価
値
を
「
表
象
し
、
促
進
し
、
構
成
す
る
」
と
す
る
儀
礼
の
と
ら

え
方
を
棄
却
し
、
儀
礼
の
持
つ
「
認
知
的
次
元
（
8
ひ
q
口
在
く
o
合
日
o
昌
ψ
・
合
口
）
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

う
考
え
方
を
と
る
こ
と
に
あ
る
。

　
彼

に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
方
向
性
も
ま
た
既
に
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
に
よ
っ
て
提
起

さ
れ
た
「
集
合
表
象
」
の
参
加
者
に
対
す
る
内
在
化
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
分
析
枠

446



粟津賢太［集合的記憶のエージェンシー」

組
を
こ
の
よ
う
に
「
認
知
的
次
元
」
に
、
換
言
す
る
な
ら
ば
知
識
の
「
社
会
的
生
成
」

に

置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
法
の
執
行
や
選
挙
や
行
政
手
続
き
な
ど
の
制
度
化

さ
れ
た
日
常
的
行
為
そ
れ
自
体
が
政
治
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
や
集
合
表
象
を
参
加
者
に
内

在
化
し
、
そ
れ
が
社
会
を
正
当
化
し
、
永
続
さ
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
分
析
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝿
）

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
ル
ー
ク
ス
の
提
案
は
、
日
常
的
な
制
度
の
持
つ
儀
礼
的
性
質
と
、
そ
の

認
知
的
効
果
を
扱
う
べ
き
だ
と
し
、
現
代
社
会
に
お
け
る
儀
礼
は
、
社
会
に
存
在
す

る
価
値
合
意
を
表
現
し
て
い
る
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
儀
礼
の
認
知
的
性
質
こ
そ

が
、
特
定
の
表
象
を
成
員
に
内
面
化
し
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で

あ
る
。

　
デ
ュ

ル

ケ
イ
ム
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
「
儀
礼
」
と
「
秩
序
」
の
理
論
に
内
在

す
る
問
題
は
、
あ
る
社
会
の
成
員
は
儀
礼
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
る
「
集
合
表
象
」
に

よ
っ
て
社
会
的
意
識
（
価
値
合
意
）
を
得
る
。
し
か
し
そ
の
「
集
合
表
象
」
も
社
会

に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
発
生
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
循
環

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幻
）

論

に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ネ
オ
・
デ
ュ
ル
ケ
イ
ミ
ア
ン
た
ち
の
陥
っ
た
誤
り
は
こ
こ
に
存
在
し
、
同
じ
理
由

で
、
象
徴
を
表
現
と
の
み
と
ら
え
、
そ
の
語
る
内
容
そ
れ
自
体
の
解
読
、
換
言
す
る

な
ら
ば
象
徴
体
系
そ
れ
自
体
の
分
析
に
よ
っ
て
実
際
の
社
全
体
系
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
試
み
も
成
功
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
え
る
。
こ
の
問
題
を
回
避
し
、
有
効
な
問

い
を
発
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
の
が
ル
ー
ク
ス
に
よ
る
「
認
知
的
転
回
（
8
0
Q
o
置
く
o

巨
日
）
」
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
こ
れ
ら
価
値
合
意
の
理
論
が
う
ま
く
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
に
、

物
質
的
な
フ
レ
ー
ム
と
「
場
」
の
問
題
が
あ
る
。
以
下
、
こ
の
問
題
が
い
か
に
主
題

化
さ
れ
て
く
る
の
か
を
、
い
く
つ
か
の
研
究
を
参
考
に
し
て
み
て
ゆ
こ
う
。

④
近
代
国
家
と
死
者
崇
拝

　

戦
没
兵
士
の
追
悼
式
は
、
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
の
い
う
記
念
的
儀
礼
と
、
喪
と
蹟
罪
儀

礼
の
複
合
し
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
書
い
た
が
、
米
国
社
会
を
研

究
対
象
と
し
た
社
会
学
的
・
民
俗
学
的
研
究
を
行
っ
た
古
典
的
な
も
の
に
ウ
ォ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

ナ
ー
（
＜
＜
曽
目
0
5
＜
⇔
°
】
い
一
〇
賓
全
）
の
業
績
が
あ
る
。
ウ
ォ
ー
ナ
ー
は
、
「
市
民
宗
教
」

概
念

を
提
出
し
た
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
実
際

ウ
ォ
ー
ナ
ー
の
メ
モ
リ
ア
ル
・
デ
イ
に
関
す
る
業
績
が
な
け
れ
ば
Ω
＜
匡
図
o
巨
四
〇
口

日
〉
日
o
『
｛
8
論
文
は
著
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

ウ
ォ
ー
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
米
国
社
会
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
休
日
や
宗
教
的
な
意
味
づ

け
を
持
つ
日
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
象
徴
シ
ス
テ
ム
と
も
い
う
べ
き
儀
礼
的
カ
レ
ン

ダ
ー
が
存
在
す
る
と
い
う
。
そ
の
中
で
も
、
ク
リ
ス
マ
ス
、
サ
ン
ク
ス
ギ
ビ
ン
グ
・

デ

イ
、
メ
モ
リ
ア
ル
・
デ
イ
、
そ
し
て
独
立
記
念
日
は
、
米
国
民
に
と
っ
て
、
自
分

た
ち
に
つ
い
て
の
共
通
の
感
情
を
表
現
し
、
彼
ら
の
感
覚
を
他
者
と
分
か
ち
合
う
機

会

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
カ
レ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
、
人
々
は
ひ
と
つ
に
結
び
つ
け
ら

れ
、
彼
ら
の
共
通
性
が
強
調
さ
れ
、
共
通
の
歴
史
的
遺
産
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

人
々

の

個
々
の
差
異
を
縮
小
し
、
共
通
の
感
情
を
刺
激
し
、
彼
ら
を
同
じ
よ
う
に
考

え
さ
せ
、
感
じ
さ
せ
、
行
為
さ
せ
て
い
る
。

　
そ
れ
が
単
純
な
も
の
で
あ
れ
、
複
雑
な
も
の
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
社
会
に
は
、
こ

う
し
た
儀
礼
的
カ
レ
ン
ダ
ー
が
あ
り
、
世
俗
の
期
間
と
儀
礼
の
期
間
と
の
季
節
ご
と

周
期
的
な
変
化
が
あ
り
、
そ
れ
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
儀
礼
サ
ー
ク

ル

と
変
わ
ら
な
い
。
英
国
に
お
い
て
聖
ジ
ョ
ー
ジ
の
日
が
冬
が
終
わ
り
春
の
始
ま
り

の

日
で
あ
る
の
に
対
し
、
メ
モ
リ
ア
ル
・
デ
イ
は
夏
の
始
ま
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て

い

る
。
儀
礼
カ
レ
ン
ダ
ー
は
生
活
暦
と
密
接
に
、
そ
し
て
有
機
的
に
関
連
付
け
ら

れ
て

い

る
（
図
1
）
。
こ
れ
は
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
の
提
示
し
た
問
題
関
心
を
正
当
に
引

き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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た
だ
、
ウ
ォ
ー
ナ
ー
は
多
元
化
し
て
い
る
米
国
社
会
を
一
枚
岩
の
様
に
は
と
ら
え

て

い

な
い
。
彼
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
都
市
社
会
は
さ
ま
ざ
ま
な
下
位
集
団
、
あ
る

い

は
階
層
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
社
会
内
に
お
け
る
集
団
の
複
数
性
に

留
意
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
々
の
教
会
な
ど
の
宗
教
団
体
や
さ
ま
ざ
ま
な
世
俗
的

団
体
も
、
な
ん
ら
か
の
独
自
の
聖
な
る
象
徴
シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら

は
部
分
的
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
外
国

起
源
の

伝
統
に

基
づ
く
さ
ま
ざ
ま
な
、
宗
教
的
あ
る
い
は
非
宗
教
団
体
も
、
米
国

の
象
徴
的
生
活
か
ら
は
逸
脱
し
て
お
り
、
社
会
的
紛
争
を
巻
き
起
こ
す
原
因
と
さ
え

な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
複
数
の
並
列
し
、
相
互
に
独
立
し
て
行
わ
れ
れ
て
い
る
儀
礼

に
対
し
、
国
家
的
な
追
悼
儀
礼
は
特
異
な
様
相
を
示
し
て
い
る
。
メ
モ
リ
ア
ル
・
デ

イ
と
こ
れ
に
関
連
す
る
休
戦
記
念
日
や
退
役
軍
人
記
念
日
な
ど
の
儀
礼
は
、
小
規
模

に
、
そ
し
て
国
家
と
は
独
立
し
て
行
わ
れ
る
個
々
の
宗
教
的
あ
る
い
は
世
俗
的
な
小

さ
な
儀
礼
を
、
周
期
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
と
結
び
つ
け
る
機
能
を
も
つ
て
い

る
と
い
う
。
ウ
ォ
ー
ナ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
の
特
徴
を
、
「
死
者
崇
拝
（
o
巨
o
h

庄
o
ユ
而
巴
）
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
中
心
を
占
め
る
集
合
表
象
は
戦
没
者
で

あ
り
墓
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
集
合
し
た
共
同
墓
地
こ
そ
が
崇
拝
の
捧
げ
ら
れ
る
場
で

あ
る
。
こ
の
場
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
ユ
ダ
ヤ
な
ど
の
個
別
の

神
と
い
う
限
定
性
、
教
派
性
、
限
界
性
、
異
国
性
な
ど
を
失
っ
た
、
よ
り
一
般
的
な
「
祠

（仔
o
ひ
9
0
△
。
・
）
」
に
結
び
付
け
ら
れ
、
祝
福
さ
れ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
は
赤
い

ケ
シ
の
造
花
を
胸
に
飾
る
と
い
う
共
通
の
象
徴
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
兵

士
の

流

し
た
血
の
色
（
囚
o
o
量
国
o
ユ
勺
o
O
b
ぺ
）
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
死
者
崇
拝

に
お
い
て
、
国
家
の
た
め
に
死
ん
だ
と
い
う
事
実
は
聖
な
る
価
値
を
持
つ
。
そ
れ
は

自
己
犠
牲
と
し
て
の
死
（
＜
o
后
0
9
蔓
臼
⑦
陪
げ
）
で
あ
り
、
米
国
の
価
値
で
あ
る
自

由
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
守
る
た
め
に
死
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
、

人
々
が
生
き
て
い
る
生
者
の
世
界
と
死
者
た
ち
の
世
界
は
儀
礼
的
に
結
び
付
け
ら
れ

て

お

り
、
国
家
と
市
民
と
の
あ
り
方
や
集
合
的
な
道
徳
律
を
再
現
さ
せ
る
価
値
観
を

構
成
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

ウ
ォ
ー
ナ
ー
の
業
績
は
実
際
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
基
づ
い
た
都
市
人
類
学
の
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

駆
的
な
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
構
成
主
義
的
な
観

点
か
ら
も
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
理
論
は
儀
礼
の
経
過
的
ダ

イ
ナ
ミ
ク
ス
を
よ
く
捉
え
て
い
る
（
図
2
）
。
メ
モ
リ
ア
ル
・
デ
イ
と
い
う
こ
の
死

者
儀
礼
は
い
く
つ
か
の
ス
テ
ー
ジ
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
彼
は
分
析
し
て
い

る
。
追
悼
・
慰
霊
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
個
々
の
記
憶
行
為
の
相
互
作
用
は
、
時
間

と
場
所
の
共
有
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
さ
れ
る
。
そ
れ
は
時
間
軸
を
考
え
る
な
ら
ば
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継
起
的
相
互
作
用
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
当
該
社
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま

な
ア
ク
タ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
に
行
為
を
始
め
る
。
そ
れ
ら
は
記
憶
行
為
の
発
動
で
あ
る
。

そ

う
し
た
地
方
、
あ
る
い
は
社
会
の
下
位
部
分
で
進
行
す
る
個
々
さ
ま
ざ
ま
な
相
互

作
用

は
、
第
二
、
第
三
と
い
う
ス
テ
ー
ジ
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
個
々
バ
ラ
バ
ラ
で

時
間
も
場
所
も
共
有
す
る
こ
と
の
な
い
状
態
、
時
間
は
部
分
的
に
同
じ
で
あ
る
が
空

間
は
共
有
さ
れ
て
い
な
い
状
態
、
時
間
は
同
じ
で
あ
る
が
空
間
は
共
有
さ
れ
て
い
な

い
状
態
と
継
起
的
に
進
行
す
る
。
そ
し
て
第
四
の
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
、
儀
礼
の
行

わ
れ
る
時
間
と
空
間
と
が
共
同
墓
地
に
て
共
有
さ
れ
る
。
そ
こ
で
大
規
模
な
国
家
的

儀
礼
を
期
に
再
統
合
さ
れ
る
。
こ
れ
が
最
終
ス
テ
ー
ジ
で
あ
る
。

　
　
さ
ら
に
、
彼
の
い
う
儀
礼
的
カ
レ
ン
ダ
ー
の
考
え
は
、
一
年
を
通
し
て
周
期
的

に
行
わ
れ
る
儀
礼
シ
ス
テ
ム
の
総
体
を
ひ
と
つ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
リ
ズ
ム
の
総
体

と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
も
い
る
。
こ
の
考
え
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
問

題
を
提
起
し
て
い
る
。
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
の
被
構
成
性
を
隠
蔽
さ
れ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
し
て
大
き
な
力
を
持
つ
た
め
に
は
、
自
然
化
さ
れ
、
土
着
化
さ
れ
、
日
常
性
に
根

を
下
ろ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
戦
没
者
追
悼
記
念
日
の
事
例
に
は
多
く
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
米
国
の
メ
モ
リ
ア
ル
・
デ
イ
よ
う
に
、
そ
れ
は
初
夏
の
訪
れ
を

告
げ

る
休
日
で
あ
る
。
そ
し
て
、
複
数
の
休
日
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
よ
う
と
し
た
法

案
で
あ
る
ホ
リ
デ
イ
・
ビ
ル
の
失
敗
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
た
と
え
作
り
上
げ
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ひ
と
た
び
固
定
す
る
と
、
そ
の
カ
ン
レ
ン
ダ
ー
は
変
化
を
拒

む
。
同
じ
日
に
新
た
な
意
味
を
重
ね
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
変
化
は
拒
む
傾
向

が
あ
る
。

　

ウ
ォ
ー
ナ
ー
に
よ
る
メ
モ
リ
ア
ル
・
デ
イ
の
分
析
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る

周
期
的
な
再
統
合
（
『
o
－
已
巳
o
昌
）
の
儀
礼
を
見
事
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る

だ

ろ
う
。
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
儀
礼
国
家
論
の
批
判
と
同
じ
く
、
「
統

合
ー
強
化
」
の
儀
礼
し
か
扱
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

い
え
ば
、
や
は
り
こ
れ
は
一
面
的
な
分
析
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

⑤
機
能
か
ら
効
果
へ

　　　　　　　　　　　　
｝

輪口

図2　WamぽW．Uoyd，肪θ〃ツ」〃9伽4’加D．α必
　　　　λ5’μ4ψ4功¢5ン初bo〃cL〃診げ∠吻ρ7輌c蹴，1959，

　　　　Yale　University　PreSS．より。

　
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
（
》
已
゜
。
旨
゜
S
い
゜
）
は
、
言
語
哲
学
の
立
場
か
ら
「
遂
行
的
発
話
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

為
（
0
2
皆
『
目
良
く
o
ψ
・
O
o
8
庁
①
6
け
）
」
と
い
う
考
え
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

な
に
か
を
叙
述
す
る
こ
と
で
は
な
い
発
話
が
存
在
し
、
発
話
に
よ
っ
て
何
か
が
遂
行

さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
引
き
起
こ
す
言
語
の
領
域
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で

あ
る
。
「
命
名
す
る
」
「
約
束
す
る
」
等
の
言
明
は
、
何
か
を
言
う
こ
と
が
何
か
を
行

う
こ
と
と
同
義
と
な
る
よ
う
な
発
話
で
あ
り
、
そ
れ
を
言
う
こ
と
は
そ
れ
を
行
う
こ

と
と
同
義
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
は
そ
れ
を
言
う
こ
と
（
宣

言
す
る
こ
と
）
と
同
義
な
の
で
あ
る
。

　
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
下
で
学
ん
だ
サ
ー
ル
（
o
り
o
旦
巴
国
）
は
、
こ
の
発
見
を
さ
ら

に
精
緻
化
さ
せ
た
「
構
成
的
規
則
（
⇔
O
目
o
o
口
叶
已
［
一
く
O
　
叶
ロ
一
〇
）
」
の
概
念
を
提
出
し
て

　
（
5
3
）

い

る
。
構
成
的
規
則
と
は
、
将
棋
や
野
球
や
様
々
な
ゲ
ー
ム
を
構
成
す
る
規
則
そ
の

も
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
し
た
規
則
の
性
質
を
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
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「
構
成
的
規
則
は
、
た
ん
に
統
制
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
新
た
な
行
動
形
態
を
創

造

（n
『
O
巴
O
）
し
た
り
、
定
義
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ッ
ト
ボ
ー

ル

や
チ

ェ

ス

の
規
則

は
、
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
や
チ
ェ
ス
の
競
技
を
統
制
す
る
の
み
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
図
）

な
く
、
い
わ
ば
、
そ
の
よ
う
な
ゲ
ー
ム
を
行
う
可
能
性
そ
の
も
の
を
創
造
す
る
。
」

　

こ
の
指
摘
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
規
則
は
、
ゲ
ー
ム
を
行
う
「
可

能
性
そ
の
も
の
を
創
造
す
る
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
規
則
を
実
行

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ゲ
ー
ム
を
行
う
こ
と
そ
れ
自
体
を
意
味
す
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
構
成
的
規
則
の
存
在
は
、
儀
礼
の
も
つ
基
本

的
な
性
質
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
と
え
ば
、
か
つ
て
、
エ
ル
ツ
が
『
死
の
宗
教
社
会
学
』
の
中
で
考
察
し
た
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

な
「
葬
送
儀
礼
」
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
エ
ル
ツ
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
諸
部
族
の

葬
送
儀
礼
を
考
察
し
、
こ
の
社
会
で
は
、
成
員
の
単
な
る
生
物
学
的
な
死
は
、
そ
の

ま
ま
た
だ
ち
に
本
当
の
死
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
そ
れ
が
本
当
に
「
死
ん
だ
も
の
」
と

み

な
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
何
ヵ
月
に
も
わ
た
る
長
い
一
連
の
儀
礼
を
通
過
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
葬
送
や
服
喪
の
儀
礼
は
、
日
本
仏
教
の
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
も
、
通
夜
、

告
別
式
、
初
七
日
、
四
九
日
、
一
周
忌
等
々
と
い
う
服
喪
の
過
程
を
経
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。
エ
ル
ツ
は
こ
の
一
連
の
儀
礼
を
考
察
し
、
以
下
の
よ
う
に
機
能
主
義

的
な
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

集
合
意
識
に
と
っ
て
、
普
通
の
状
態
で
の
死
は
、
当
人
を
一
時
、
人
間
界
の
外

に

出
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
追
放
は
、
結
果
と
し
て
、
か
れ
を
生
者

の
可
視
的
な
世
界
か
ら
先
祖
た
ち
の
不
可
視
的
な
世
界
へ
と
移
行
さ
せ
る
。
喪

と
い
う
も
の
は
、
も
と
も
と
生
者
が
か
れ
ら
の
親
族
を
《
本
当
に
死
な
せ
る
》

た
め
の
参
加
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
こ
の
〔
真
死
〕
の
状
態
に
な
る
ま

で
続
け
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
社
会
現
象
と
し
て
の
死
は
、
精
神
的
な
分
離
と
統

合
と
い
う
二
重
の
作
業
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
作
業
が
終
わ
っ
た
と

き
、
社
会
は
は
じ
め
て
平
安
に
戻
り
、

　
（
5
6
）

あ
る
。

死

に
打
ち
克
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で

　
あ
る
成
員
の
死
が
も
た
ら
す
近
親
者
に
と
っ
て
の
悲
し
み
を
、
様
々
な
段
階
を
経

る
こ
と
に
よ
っ
て
徐
々
に
和
ら
げ
て
ゆ
く
と
い
う
心
理
的
機
能
や
、
成
員
の
死
と
い

う
合
理
的
に
は
解
釈
不
能
な
社
会
的
脅
威
を
、
作
り
上
ら
れ
た
死
者
の
世
界
へ
の
移

行
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
が
安
定
を
得
る
と
い
う
社
会
的
機
能
を
、

エ
ル
ツ

は
こ
の
長
い
葬
送
・
服
喪
の
儀
礼
に
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
服
喪
儀
礼
は
文
化
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
理
論
づ
け
て
い

る
信
念
体
系
も
異
な
っ
て
い
る
。
異
文
化
に
属
す
る
観
察
者
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
個
々
の
服
喪
行
為
は
奇
妙
な
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
行
為
は
、
観
察
者

が
単
に
彼
ら
と
文
化
を
共
有
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

「象
徴
的
行
為
」
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
観
察
者
の
視
点
か
ら
は
そ
の
意

味

は
理
解
で
き
ず
、
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
儀
礼
は
当
事
者
の
視
点
か
ら
理
解
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
の
が
こ
れ
ま
で
の
象
徴
論
の
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
の

立
場
か

ら
は
、
そ
の
背
後
に
存
在
す
る
信
念
体
系
や
宇
宙
論
と
関
連
づ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
個
々
の
象
徴
の
意
味
を
理
解
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
解
釈
に
よ
っ
て
儀
礼
の
当
事
者
た
ち
の
奇
妙
な
行
為
H
象
徴
的
行
為
は

意
味
を
与
え
ら
れ
、
個
々
の
服
喪
行
為
は
そ
れ
ぞ
れ
み
な
意
味
深
い
象
徴
と
し
て
解

釈
さ
れ
る
。
儀
礼
の
当
事
者
た
ち
も
、
そ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
ら
こ
そ
一
見
、

奇
妙
に
見
え
る
様
々
な
服
喪
行
為
を
行
っ
て
い
る
の
だ
と
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
。
け

れ

ど
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
う
し
た
儀
礼
当
事
者
の
目
で
観
る

と
い
う
こ
と
は
、
日
常
生
活
を
送
る
当
事
者
た
ち
の
視
点
「
そ
の
も
の
」
で
は
な
く
、

実

は
観
察
者
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
当
事
者
の
視
点
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
点
で
あ

る
。

　
実
際
に
は
彼
ら
も
、
慣
習
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
伝
統
で
あ
る
か
ら
そ
の
よ
う

な
行
為
を
行
っ
て
い
る
の
に
他
な
ら
な
い
。
死
者
は
葬
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
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の
方
法
は
文
化
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
何
ら
か
の

葬
送
儀
礼
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
か
つ
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

浜
本
満
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
彼
ら
に
と
っ
て
葬
送
儀
礼
を
行
う
こ
と
は
死
者
を
葬

る
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
、
死
者
を
葬
る
こ
と
は
そ
う
し
た
葬
送
儀
礼
を
行
う
こ
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

の
で
あ
る
。
こ
の
二
者
は
同
義
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
当
事
者
た
ち
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
儀
礼
を
構
成
し
て
い
る
様
々
な

規
則

に
関
す
る
個
々
の
具
体
的
知
識
を
持
っ
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
ま
つ

た
く
わ
れ
わ
れ
の
場
合
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
例
え
ば
霊
前
に
線
香

を
あ
げ
る
時
に
持
っ
て
い
る
知
識
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
霊
前
に
線
香
を
あ
げ
る
こ

と
は
弔
意
を
表
す
こ
と
で
あ
り
、
弔
意
を
表
す
こ
と
は
線
香
を
あ
げ
る
こ
と
と
同
義

な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
の
は
そ
れ
を
行
う
場
合
の
身
体
の
動
か
し

方
で
あ
り
、
様
々
な
行
為
規
則
、
頭
の
下
げ
方
、
合
掌
の
仕
方
、
線
香
の
燈
し
方
等
々

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
サ
ー
ル
の
指
摘
し
た
よ
う
な
、
構
成
的
規
則
そ
れ
自
体
な

の
で
あ
り
、
儀
礼
に
は
な
ん
ら
か
の
実
体
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
実
際
に
は
こ
の
よ

う
な
構
成
的
規
則
と
し
て
の
慣
習
的
な
行
為
が
存
在
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
象
徴
人
類
学
を
批
判
す
る
論
者
達
に
共
有
さ
れ
て
い
る
。

た

と
え
ば
、
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
（
】
］
O
β
『
O
｛
O
『
w
勺
゜
）
は
、
「
儀
礼
は
そ
れ
自
体
が

目
的
で
あ
る
実
践
で
あ
っ
て
、
そ
の
完
全
な
姿
が
そ
の
遂
行
と
一
体
と
な
っ
た
実
践

で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
儀
礼
と
は
、
『
慣
例
で
あ
る
』
か
ら
、
あ
る
い
は
『
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
』
か
ら
す
る
行
為
で
あ
り
、
ま
た
し
ば
し
ば
そ
う
す
る
以
外
に
は
や

り
え
な
い
か
ら
や
る
行
為
」
で
あ
る
と
し
て
考
察
を
始
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
「
慣
習
的
行
為
」
と
し
て
行
わ
れ
る
儀
礼
行
為
の
特
質
を
以
下
の
よ
う
に
指

　
　
　
　
（
田
）

摘
し
て
い
る
。

儀
礼
的
行
為
に
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
意
味
も
機
能
も
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ

自
身
の
実
在
が
含
む
機
能
は
存
在
す
る
し
、
ま
た
『
何
か
を
言
っ
た
り
や
っ
た

り
す
る
た
め
に
』
言
っ
た
り
や
っ
た
り
す
る
（
『
こ
れ
以
外
に
や
り
方
は
な
い
』

時
に
は
）
身
振
り
や
言
葉
の
論
理
の
中
に
、
あ
る
い
は
も
っ
と
正
確
に
言
う
と

身
振
り
や
言
葉
が
産
出
さ
れ
る
発
生
的
構
造
の
中
に
、
あ
る
い
は
極
端
な
場
合

に

は
身
振
り
や
言
葉
が
行
わ
れ
る
方
位
空
間
の
中
に
、
客
観
的
に
刻
み
込
ま
れ

た
意
味
は
勿
論
存
在
す
る
。
（
O
⑰
ω
O
－
ω
一
）

　

こ
の
よ
う
に
、
儀
礼
と
は
形
式
化
・
固
定
化
さ
れ
た
行
為
で
あ
り
、
慣
習
的
に
、

意
味

を
問
わ
れ
ず
に
な
さ
れ
る
実
践
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
で
あ

り
、
こ
う
し
た
慣
習
的
実
践
1
ー
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
よ
っ
て
特
殊
な
儀
礼
的
知
識
が
伝

達

さ
れ
、
こ
の
知
識
は
行
為
者
に
よ
っ
て
反
省
的
に
獲
得
さ
れ
る
知
識
で
は
な
く
、

む
し
ろ
前
反
省
的
に
そ
れ
を
実
践
し
て
し
ま
う
よ
う
な
知
識
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の

よ
う
な
「
慣
習
的
実
践
」
と
し
て
儀
礼
を
と
ら
え
た
場
合
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
社
会
学
的
な
意
味
を
い
か
に
し
て
解
明
す
べ
き
だ
ろ
う

か
？

　
ブ
ル

デ
ュ

は
、
こ
の
よ
う
な
行
為
遂
行
的
（
O
o
き
叶
目
①
｛
｛
＜
o
）
な
「
効
果
」
を
持

つ

ゆ
え
に
、
儀
礼
は
、
恣
意
的
な
境
界
や
社
会
的
差
異
を
正
当
化
し
、
自
然
化
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弱
）

「
聖
別
（
O
O
目
o
力
0
6
『
①
け
O
）
」
の
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
未
開
社
会

に
お
け
る
割
礼
儀
礼
な
ど
の
通
過
儀
礼
は
、
差
異
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
差
異
を

産
み
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
割
礼
を
受
け
た
者
（
大
人
）
／
割
礼
を
受
け
な
い

者
（
子
供
）
。
あ
る
い
は
、
割
礼
を
受
け
ら
れ
る
者
（
男
性
）
／
割
礼
を
受
け
ら
れ

な
い
者
（
女
性
）
。
さ
ら
に
、
割
礼
を
受
け
ら
れ
る
者
で
か
つ
割
礼
を
受
け
た
者
（
こ

の

男
性
は
真
の
男
性
で
あ
る
）
と
い
う
聖
別
を
産
み
出
す
。
彼
の
あ
げ
る
有
名
な
例

は
、
試
験
化
さ
れ
た
現
代
社
会
で
あ
る
。
現
代
の
受
験
社
会
に
お
い
て
も
、
一
流
校

の
入
学
試
験
に
合
格
し
た
最
後
の
者
と
、
不
合
格
だ
っ
た
ト
ッ
プ
の
者
と
の
実
質
的

な
差
異
は
ほ
と
ん
ど
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
差
異
は
、
彼
ら
の
彼
の
人
生
や

彼

ら
を
と
り
ま
く
社
会
関
係
上
の
き
わ
め
て
広
範
な
差
異
を
正
当
化
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
聖
別
と
は
、
ル
ー
ク
ス
の
示
唆
し
た
ご
と
く
、
現
代
社
会
に
お
け
る
制
度
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そ
の
も
の
が
、
日
常
的
実
践
の
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
構
成
す
る
儀
礼
で
あ
る
と
す
る

考
え
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
恣
意
的
に
作
り
だ
さ
れ
た
境
界
を
正
当
化
す
る
遂
行

的
な
発
話
行
為
と
し
て
の
儀
礼
、
そ
し
て
そ
の
儀
礼
が
聖
別
す
る
表
象
に
よ
っ
て
、

階
級
構
造
は
再
生
産
さ
れ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
付
与
さ
れ
、
表
象
の
授
受
を
巡
っ

て
、
実
際
に
は
人
間
は
様
々
に
態
度
変
更
を
し
、
そ
れ
が
社
会
行
為
の
起
動
力
と
な
っ

　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

て

い

る
の
で
あ
る
。
ブ
ル
デ
ュ
の
描
き
出
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　
近
年
の
人
類
学
に
み
ら
れ
る
儀
礼
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
儀
礼
を
、

単
な
る
意
味
を
伝
達
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
独
自

の

儀
礼
媒
体
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
識
を
生
成
的
す
る
特
質
を
持
っ
て
い
る

こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
儀
礼
は
価
値
合
意
の
表
出
な
ど
で
は
な
く

独
自
の
儀
礼
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
認
知
的
な
特
質
を
持
つ
。
そ
こ
で
伝

達

さ
れ
る
も
の
は
特
定
の
時
間
感
覚
を
生
み
出
し
、
か
つ
遂
行
的
な
性
格
を
持
っ
た

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
知
識
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
意
味
で
儀
礼
の
存
在
は
国
家
支
配

を
正
当
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
た
り
う
る
。

　
現
代
社
会
学
の
潮
流
の
一
翼
を
担
う
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
に
お
い
て
も
、
こ

の

よ
う
な
行
為
遂
行
性
（
O
o
昏
『
日
①
［
ζ
q
）
を
理
論
に
組
み
込
む
こ
と
を
、
そ
の

構
造
化
の
理
論
に
お
い
て
提
唱
し
て
い
る
。
ま
ず
彼
は
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
学
に
お

け
る
構
造
主
義
と
機
能
主
義
へ
の
強
力
な
批
判
か
ら
論
を
始
め
、
「
非
機
能
主
義
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

と
い
う
立
場
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

　
彼
の
い
う
構
造
化
（
ω
件
「
已
O
吟
ρ
『
①
侍
一
〇
口
）
の
概
念
は
、
次
の
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

構
造
化
の

概
念
が
意
図
し
て
い
る
の
は
、
構
…
造
主
義
や
機
能
主
義
の
い
ち
じ
る

し
い
特
徴
で
あ
る
共
時
性
／
通
時
性
あ
る
い
は
静
態
的
／
動
態
的
な
ど
の
区
別

と
の
決
別
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
構
造
主
義
や
機
能
主
義
が
時
間
に

関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
機
能
主
義
思
想

に
お
い
て
は
、
時
間
を
通
時
的
な
も
の
と
同
一
視
す
る
傾
向
が
あ
り
、
共
時
的

分
析
は
、
社
会
に
つ
い
て
の
「
時
間
の
な
い
ス
ナ
ッ
プ
写
真
」
を
表
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
時
間
は
社
会
変
動
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
／
時
間
と
変
動
と
の

同
一
視
は
、
裏
返
せ
ば
「
時
間
が
な
い
こ
と
」
と
社
会
的
安
定
性
と
の
同
一
視

　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

を
意
味
し
て
い
る
。

ギ

デ
ン

ズ

は
ま
た
、
静
態
的
分
析
の
不
可
能
性
を
論
じ
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

第
一
に
は
、
事
実
上
、
「
静
態
的
」
分
析
な
ど
実
際
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

社
会
活
動
の
研
究
は
、
社
会
活
動
自
体
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
時
間
の
経
過

　
　
　
　
　
（
6
3
）

を
含
ん
で
い
る
。

第
二
に
は
、
理
論
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
静
態
的
と
安
定
的
と
の
同
一
視
は
、

暗
黙
裡
に
時
間
性
を
組
み
込
ん
で
い
る
。
「
安
定
性
」
は
時
間
の
連
続
性
を
意

味
す
る
か
ら
、
社
会
的
安
定
性
を
語
る
か
ら
と
い
っ
て
、
時
間
を
削
除
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
安
定
的
な
社
会
秩
序
と
は
、
現
在
の
あ
り
よ
う
と
過
去
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
餌
）

り
よ
う
と
の
あ
い
だ
に
高
い
類
似
性
が
あ
る
こ
と
だ
。

多
く
の
社
会
理
論
に
み
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
と
く
に
機
能
主
義
は
、
相
互
行
為

を
時
間
の
経
過
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
の
に
失
敗
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
多
く
の

社
会
理
論
は
、
共
時
的
／
通
時
的
の
区
別
に
も
と
つ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
社
会
的
再
生
産
は
自
明
な
も
の
と
し
て
社
会
シ
ス
テ
ム
の
共
時
的

な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

時
間
と
変
動
の
同
一
視
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
と
し
て
、
瞬
間
的
な
も
の
や

静
態
的
な
も
の
と
安
定
性
と
を
等
置
す
る
。
社
会
科
学
者
が
「
パ
タ
ー
ン
」
と

し
て
の
相
互
行
為
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
語
る
さ
い
、
社
会
的
相
互
行
為
の
の

諸
関
係
に
か
ん
す
る
「
ス
ナ
ッ
プ
写
真
」
を
ぼ
ん
や
り
と
頭
に
描
い
て
い
る
。

こ
れ
は
「
静
態
的
安
定
性
」
の
は
ら
む
欠
点
と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相

互
行
為
の
パ
タ
ー
ン
は
時
間
の
経
過
の
な
か
に
し
か
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
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こ
の
ス
ナ
ッ
プ
写
真
は
、
実
際
に
は
い
か
な
る
パ
タ
ー
ン
も
明
ら
か
に
は
し
な

い
。
相
互
行
為
は
時
間
の
経
過
の
な
か
で
検
討
さ
れ
て
は
じ
め
て
「
パ
タ
ー
ン
」

　
　
（
6
5
）

と
な
る
。

　
機
能
と
い
う
考
え
を
捨
て
な
い
限
り
、
こ
れ
ま
で
の
国
家
儀
礼
に
関
す
る
批
判
に

お

い
て

み

た
よ
う
な
硬
直
性
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
機
能
で
は
な
く
、
（
認

知
的
な
）
効
果
に
着
目
し
た
の
が
文
化
人
類
学
に
お
け
る
新
し
い
流
れ
で
あ
る
。
ギ

デ

ン
ズ
が
次
の
よ
う
に
語
る
時
、
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
（
ロ
古
o
拓
ζ
．
）
や
ブ
ル
デ
ュ

な
ど
の
よ
う
に
、
日
常
性
、
あ
る
い
は
日
常
に
お
い
て
意
味
を
問
わ
ず
に
な
さ
れ
る

よ
う
な
実
践
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
分
析
を
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
社

会
理
論
が
、
合
理
的
で
明
瞭
な
意
図
や
動
機
を
も
っ
た
行
為
（
知
6
ロ
O
昌
）
の
理
論
で

あ
っ
た
こ
と
と
対
比
さ
せ
て
み
る
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
す
で
に
権
力
が

織
り
込
み
済
み
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ブ

ル

デ
ュ

ー
の
観
点
は
、
私
が
示
そ
う
と
し
て
い
る
観
点
に
、
あ
る
点
で
は
類

似

し
て
い
る
。
私
の
い
う
構
造
の
二
重
性
に
つ
い
て
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。
「
客
観
的
な
構
造
は
、
歴
史
的
実
践
を
生
み
出
す
と
と
も

に
、
歴
史
的
実
践
に
よ
っ
て
た
え
ず
再
生
産
さ
れ
変
革
さ
れ
る
。
歴
史
的
実
践

の
生
産
原
理
は
構
造
の
生
産
で
あ
り
、
こ
の
原
理
こ
そ
構
造
の
再
生
産
を
も
た

ら
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
主
張
を
わ
れ
わ
れ
は
お
さ
え
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
主
張
を
簡
潔
に
す
る
と
、
社
会
生
活
は
本
来
、
再
帰
的

で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
よ
う
に
価
値
基
準
に
動
機
づ
け

を
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
く
て
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
習
慣
（
け
①
ぴ
一
已
切
）
と
い
う

概
念
を
導
入
し
て
い
る
。
（
中
略
）
社
会
的
行
為
の
根
底
に
あ
る
要
素
の
多
く
は
、

行
為
を
促
進
す
る
明
確
な
「
動
機
」
に
も
と
つ
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
認

知
的
に
（
必
ず
し
も
「
言
説
的
利
用
可
能
性
」
の
意
味
で
意
識
さ
れ
な
い
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

て

も
）
確
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
空
間
に
関
し
て
は
、
「
多
く
の
社
会
理
論
は
社
会
行
動
の
時
間
性
の
み
な

ら
ず
空
間
性
を
き
ち
ん
と
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
失
敗
し
て
き
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
日
常
生
活
の
申
で
身
体
性
の
レ
ベ
ル
か
ら
構
築
さ
れ
る
権
力
作
用
を
扱
う
た

め

に
。
舞
台
装
置
と
し
て
の
「
場
」
に
つ
い
て
も
着
目
し
て
い
る
。

ほ

と
ん
ど
す
べ
て
の
集
合
体
は
活
動
の
場
（
δ
8
庁
）
を
も
っ
て
お
り
、
ほ
か

の
集
合
体
と
結
合
す
る
場
面
と
は
空
間
的
に
異
な
る
。
「
場
」
は
、
社
会
地
理

学
で

い
う
「
場
所
（
O
置
n
o
）
と
い
う
言
葉
よ
り
も
、
二
、
三
の
点
で
す
ぐ
れ
た

言
葉
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
場
」
は
、
相
互
行
為
が
行
わ
れ
る
舞
台
装
置

と
し
て
の
空
間
と
い
う
意
味
内
容
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
舞
台
装
置
は
、
空
間

的
要
因
で
は
な
く
て
、
相
互
行
為
が
「
生
起
す
る
」
場
の
物
理
的
環
境
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
相
互
行
為
の
部
分
と
し
て
動
員
さ
れ
る
要
素
な
の
だ
。
相
互
行
為
の

舞
台
の
さ
ま
ざ
ま
な
特
色
は
、
空
間
的
物
理
的
側
面
を
含
ん
で
お
り
、
（
中
略
）

社
会
的
行
為
者
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
日
常
的
に
用

　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

い
る
も
の
で
あ
る
。

　
空
間
は
、
「
相
互
行
為
の
部
分
と
し
て
動
員
さ
れ
る
要
素
」
で
あ
る
と
い
う
ギ
デ

ン

ズ

の
指
摘
は
正
し
い
。
そ
し
て
空
間
は
時
間
が
凝
縮
さ
れ
る
場
で
も
あ
る
の
で
あ

る
。
空
間
の
中
に
生
態
学
的
に
棲
み
分
け
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
の
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

過

と
と
も
に
文
化
が
「
沈
殿
」
す
る
。
し
か
し
、
彼
の
空
間
の
分
析
は
、
単
な
る
階

級
の
棲
み

分
け
と
い
っ
た
社
会
生
態
学
的
な
意
味
に
留
ま
っ
て
い
る
。
よ
り
複
雑
な

相
互
作
用
を
扱
う
に
は
空
間
の
特
性
自
体
を
明
ら
か
に
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
、
換
言
す

る
な
ら
ば
、
空
間
の
社
会
理
論
が
必
要
で
あ
る
。
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⑥
む
す
び
に
か
え
て
ー
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
と
ア
リ
ー
ナ

　
ア
ン
リ
・
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
（
】
い
O
甘
ぴ
く
「
6
°
国
゜
）
は
、
空
間
を
日
常
的
実
践
の
領
域

と
い
う
視
点
か
ら
社
会
的
空
間
と
し
て
捉
え
る
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
空
間

に
は
絶
対
空
間
と
し
て
の
宗
教
的
建
造
物
や
記
念
建
造
物
が
あ
る
と
す
る
。
空
間
は
、

問
わ
れ
、
思
惟
さ
れ
、
言
説
化
さ
れ
る
前
に
、
ま
ず
身
体
経
験
と
し
て
「
生
き
ら
れ

る
」
の
で
あ
る
。
空
間
に
足
を
踏
み
入
れ
る
者
は
、
そ
の
空
間
の
一
部
を
担
う
。
参

加
者
そ
れ
自
体
も
空
間
の
属
性
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
空
間
は
、
実
践
と
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

力
が
身
体
性
の
中
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
場
と
な
る
。

　
確
か

に
、
ウ
ォ
ー
ナ
ー
の
儀
礼
理
解
は
、
基
本
的
に
は
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
の
古
典
的

な
集
合
表
象
学
説
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
象
徴
に
対
す
る
着
目
と
死
者
崇
拝

の

形
態
と
い
う
特
徴
づ
け
は
こ
れ
ら
の
批
判
に
応
え
得
る
も
の
で
あ
る
。
ウ
ォ
ー

ナ
ー
の
分
析
は
構
成
主
義
的
な
観
点
か
ら
再
読
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

儀
礼

は
価
値
の
表
れ
で
は
な
く
、
儀
礼
を
執
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
同
体
と
し
て

の

共
通
感
情
が
生
成
さ
れ
る
と
い
う
構
成
主
義
的
な
儀
礼
理
論
と
接
合
す
る
こ
と
は

充
分
に
可
能
で
あ
る
。

　

メ
モ
リ
ア
ル
・
デ
イ
と
い
う
戦
没
兵
士
を
追
悼
し
顕
彰
す
る
記
念
日
は
、
け
っ
し

て
統
一
さ
れ
た
、
一
枚
岩
の
よ
う
な
ひ
と
つ
の
儀
礼
で
は
な
い
。
そ
の
日
を
目
指
し

て

行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
に
よ
る
個
々
の
記
念
行
為
で
あ
る
。
そ

れ
ら
は
時
間
も
空
間
も
共
有
し
て
い
な
い
個
々
の
行
為
で
あ
る
。

　
そ

れ

が
、
最
終
的
に
は
市
街
地
か
ら
共
同
墓
地
へ
い
た
る
パ
レ
ー
ド
と
い
う
形
で

合
流

し
て
ゆ
き
、
最
終
的
に
は
共
同
墓
地
へ
い
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
も
空
間

も
共
有
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
大
き
な
儀
礼
的
機
会
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
ウ
ォ
ー

ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
集
合
表
象
が
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
の
集
合

表
象
学
説
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
う
複
雑
な
現
代
社
会
で
あ
っ

て

も
、
周
期
的
に
散
在
の
時
期
と
凝
集
の
時
期
を
繰
り
返
す
（
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
の
い

う
）
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
社
会
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
そ
こ
で
分
析
は
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
前
提
と
さ
れ
る
社
会
全
体
の

統
合
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
結
論
は
そ
の
前
提
に
付
け
加
え
る
べ
き
何
物

も
提
示
し
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
結
論
は
分
析
の
以
前
か
ら
す
で
に
先
取

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
こ
れ
は
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
の
仮
説
の
検
証
で
は

な
く
細
緻
化
で
あ
る
。

　
そ

こ
で
は
ウ
ォ
ー
ナ
ー
が
以
前
に
分
析
し
た
よ
う
な
社
会
階
級
や
社
会
的
差
異
は

解
消
さ
れ
、
国
民
と
い
う
ひ
と
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
み
が
提
示
さ
れ
（
お
そ

ら
く
獲
得
さ
れ
）
る
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
儀
礼
に
関
わ
ら
な
い
人
々
の
意
識
は
ま
っ

た
く
考
慮
さ
れ
な
い
し
、
個
別
に
行
わ
れ
る
儀
礼
や
行
為
に
携
わ
る
人
々
の
意
識
す

ら
も
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
に
は
、
メ
モ
リ
ア
ル
・
デ
イ
を
単
な
る
休
日
と
し

か
捉
え
て
い
な
い
者
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
違
和
感
を
覚
え
る
者
も
い
る
で
あ

ろ
う
。

　

ま
た
、
そ
れ
は
儀
礼
を
無
時
間
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
し
ま
っ
て
お
り
、
よ
り

広
い
社
会
的
文
脈
に
お
い
て
と
ら
え
る
と
い
う
視
点
も
欠
い
て
い
る
。
戦
争
を
行
っ

て

い

る
最
中
に
メ
モ
リ
ア
ル
・
デ
イ
を
迎
え
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
反
戦
運

動
が
高
ま
っ
て
い
る
と
き
に
迎
え
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
が
好
景
気
に
沸

い
て

い

る
と
き
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
不
況
の
時
代
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
軍
事
的
な

も
の
が
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
時
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
国
民
的
価
値
が
重
要
視

さ
れ
て
い
る
時
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
国
民
的
な
統
合
の
儀
礼
と
考
え
る
と
し

て

も
、
そ
れ
は
決
し
て
無
時
間
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
そ
の
儀
礼
が
行
わ
れ
る

実
際
の
社
会
的
文
脈
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
視
点
も
必
要
で
あ
る
。

　

ウ
ォ
ー
ナ
ー
に
よ
る
メ
モ
リ
ア
ル
・
デ
イ
の
分
析
の
長
所
は
、
個
別
に
行
わ
れ
る

儀
礼
の
複
数
性
へ
の
着
目
で
あ
る
。
そ
れ
を
個
々
の
記
憶
行
為
と
と
ら
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
記
憶
の
場
」
の
理
論
と
し
て
接
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
今

日
的
観
点
か
ら
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ブ
ル
デ
ュ
の
主
張
す
る
よ
う
な
「
場

1
1
界
（
仏
合
知
日
O
英
自
o
一
口
）
」
の
理
論
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
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（
7
0
）

構
成

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
場
1
1
界
」
と
は
、
社
会
に
お
け
る
相
対
的

に
独
立
し
た
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
ゲ
ー
ム
の
行
わ
れ
る
場
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

闘
技
場
（
ア
リ
ー
ナ
）
で
あ
る
。
宗
教
社
会
学
に
お
け
る
接
合
は
こ
こ
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）

可

能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
生
産
性
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
統
合
理
論
を
越

え
て
、
国
民
的
儀
礼
を
宗
教
的
場
（
フ
ィ
ー
ル
ド
）
に
お
け
る
個
々
の
記
憶
実
践

　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）

（ζ
昌
而
日
o
巳
6
肩
8
己
8
）
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
と
し
て
描
き
、
分
析
す
る
可
能
性
が

そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
理
論
は
再
生
産
に
傾
い
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
場

の

問
題
に
つ
い
て
も
大
ま
か
な
提
示
が
な
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
政
治
「
界
」

や

学
問
「
界
」
な
ど
）
。
場
相
互
の
交
渉
の
過
程
や
複
数
の
場
が
交
渉
し
合
い
、
単

一
の

場
が
生
成
さ
れ
て
く
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
解
明
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
主

体
の
概
念
を
補
完
す
る
た
め
に
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
／
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
と
い
う
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

を
分
析
的
に
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
記
憶
の
場
と
い
う
ア
リ
ー
ナ
に
お
け

る
行
為
者
を
、
こ
こ
で
は
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
と
考
え
よ
う
。
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
は
、

む
し
ろ
本
来
の
用
法
に
お
け
る
集
合
的
な
行
為
主
体
を
表
現
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
い
う
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
は
あ
る
特
定
の
記
憶
の
場
を
目
指
し
た
様
々
な
社

会
的
相
互
作
用
を
行
う
主
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
儀
礼
を
執
行
す
る
主
体
で
あ
る
と
と

も
に
参
加
者
で
あ
り
、
言
説
を
産
出
す
る
主
体
で
も
あ
る
。
記
憶
の
場
に
は
、
様
々

な
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
が
関
与
し
て
く
る
。
経
済
的
な
意
図
を
も
っ
て
参
入
し
て
く
る

エ

ー
ジ
ェ
ン
ジ
ー
も
あ
る
し
、
行
政
権
力
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
、
宗
教
的
な
エ
ー
ジ
ェ

ン
シ
ー
、
軍
隊
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
、
公
教
育
あ
る
い
は
教
育
産
業
の
エ
ー
ジ
ェ
ン

シ
ー
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
が
、
あ
る
特
定
の
空
間
に
お
い
て

（あ
る
い
は
あ
る
空
間
に
対
し
て
）
、
あ
る
特
定
の
時
間
の
幅
の
中
で
、
い
か
な
る
動

き
を
示
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

と
は
、
時
間
と
空
間
を
含
み
こ
ん
だ
社
会
の
分
析
単
位
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
、
特
定
の
記
憶
の
場
を
目
指
し
た
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
は
複
数
で
あ
り
、
競

合
を
示
し
た
り
、
輻
藤
を
示
し
た
り
す
る
。
筆
者
は
以
前
、
集
合
的
記
憶
の
ポ
リ
テ
ィ

ク
ス
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
指
摘
し
た
集
合
的
記
憶
が
時
に
競
合
す
る

も
の
で
あ
り
政
治
的
闘
争
を
生
起
さ
せ
る
理
由
が
こ
の
観
点
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。

集
合
的
記
憶
に
関
す
る
言
説
は
時
間
を
凝
縮
／
沈
殿
し
、
構
造
化
す
る
言
説
で
あ
る

か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
構
造
化
さ
れ
た
言
説
は
以
後
の
行
為
の
与
件
と
な
る
。
つ
ま

り
構
造
化
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
よ
う
に
「
儀
礼
を
歴
史
的
に
み
る
」
方
法
と
考
え
合

わ
せ
る
と
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
儀
礼
は
、
人

間
の
認
知
的
次
元
に
働
き
か
け
る
効
果
に
よ
っ
て
身
体
と
知
識
に
特
定
の
権
力
を
織

り
込
ん
だ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
知
識
を
産
出
す
る
。
儀
礼
と
は
そ
う
し
た
認
知
的
次

元

に
働
き
か
け
る
効
果
を
持
つ
装
置
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
儀
礼
が
一
定
の
幅
を

持
つ
歴
史
の
中
に
ど
の
よ
う
に
表
れ
て
き
た
の
か
を
「
あ
た
か
も
分
子
加
速
器
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

の
素
粒
子
の
動
き
を
観
察
す
る
か
の
よ
う
に
」
み
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
歴
史
の
中
に
儀
礼
が
ど
の
よ
う
に
表
れ
て
く
る
の
か
を
見
た
場
合
、
そ
れ

ら
は
分
散
を
示
し
た
り
、
凝
集
を
示
し
た
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
歴
史
的
に

傭
腋

し
た
視
点
か
ら
眺
め
る
た
め
に
、
空
間
の
持
つ
物
質
的
な
特
性
に
着
目
す
る
こ

と
は
有
効
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　
た
と
え
ば
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
忠
魂
碑
が
あ
っ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
碑
は
、
あ
る

空
間
に
物
理
的
に
場
所
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
空
間
は
村
の
鎮
守
と
い
わ
れ
る
神
社

境
内
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
小
学
校
の
校
庭
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
公
園
や
、

あ
る
い
は
墓
地
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
位
置
す
る
空
間
自
体
が
な
ん
ら
か

の

意
味
を
持
っ
て
い
る
。
あ
る
村
に
お
け
る
、
そ
の
場
所
の
意
味
付
け
を
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
。
そ
の
忠
魂
碑
は
あ
る
日
付
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
忠
魂
碑
は
、

い

つ
、
誰
が
建
て
た
の
だ
ろ
う
か
。
碑
に
は
建
立
年
月
日
が
刻
銘
さ
れ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
建
立
主
体
も
記
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
揮
毫
は
誰
か
。
ま
た
ど

の
戦
争
の
た
め
だ
ろ
う
か
。
ま
た
誰
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
戦
没
者

の
氏
名
が
碑
の
裏
に
は
刻
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
何
も
刻
ま
れ
て
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い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
忠
魂
碑
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
慰
霊
碑
と
だ
け

書
か
れ
て

い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
物
質
的
な
面
を
問
う
こ
と
も
で
き

る
。
自
然
石
を
使
っ
て
い
る
の
か
。
ど
こ
で
産
出
す
る
石
な
の
か
。
加
工
さ
れ
た
も

の

な
の
か
。
幣
束
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ど
の
よ
う
な
形
態
な
の
だ
ろ
う
か
。

大
き
さ
は
？
台
座
は
？
人
を
見
下
ろ
す
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と

も
腰
ほ
ど
の
高
さ
の
小
さ
な
墓
石
ぐ
ら
い
か
。
丸
い
の
か
。
直
方
体
な
の
か
。
そ
れ

と
も
塔
な
の
か
。
そ
の
色
や
、
景
観
の
中
に
置
い
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の

だ

ろ
う
か
。
墓
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
。
板
碑
の
よ
う
な
形
状
か
。
そ
の
空
間
に
は

他

に
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
今
で
は
ど
の
よ
う
に
維
持
管
理
さ
れ
て
い
る
の
か
。
し

て

い
な
い
の
か
。
藪
や
雑
草
の
中
に
ひ
っ
そ
り
と
忘
れ
ら
れ
、
苔
む
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
献
花
さ
れ
て
あ
る
の
か
。
そ
も
そ
も
献
花
台
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
の

よ
う
な
経
緯
で
こ
の
碑
は
建
て
ら
れ
た
の
か
。
文
書
は
残
っ
て
い
る
の
か
。
建
設
さ

れ
た

当
時
は
ど
の
よ
う
な
儀
式
が
伴
っ
て
い
た
の
か
。
小
学
生
が
毎
朝
の
よ
う
に
掃

除

し
、
挨
拶
し
て
い
っ
た
時
代
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
碑
の
前
で
出
征
式
や
凱
旋

式
が
行
わ
れ
、
兵
士
や
村
の
重
立
た
ち
が
挨
拶
を
し
た
時
代
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
敗

戦
後
、
一
度
倒
さ
れ
、
地
中
に
埋
め
ら
れ
た
時
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
地
方
の
新

聞
や
メ
デ
ィ
ア
に
は
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
勇
壮
な
も
の
だ
け

で

あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
深
夜
に
人
目
を
忍
び
、
失
っ
た
息
子
の
た
め
に
涙
を
流
し
た

者
も
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
碑
の
扱
い
が
問
題
視
さ
れ
訴
訟
や
論
争
の
的
と

な
っ
た
時
代
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
神
仏
の
よ
う
に
拝
ま
れ
た
時
代
も
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
碑
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
身
体
動
作
、
構
え
が
必

要

と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
碑
は
、
時
間
の
流
れ
の
中
で
、
い
か
に
語
ら
れ
、

ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
き
た
の
か
。
そ
の
空
間
で
、
た
と
え
ば
＝
一
〇
年
の
間
に
、

何
が
行
わ

れ

た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
現
在
は
何
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
石
で

造

ら
れ
た
碑
は
、
一
定
の
不
朽
性
を
示
す
。
石
造
物
の
も
つ
永
続
性
は
、
個
体
と
し

て

の
人

間
よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
空
間
は
一
種
の
舞
台
で
あ
り
、
短

命
な
登
場
人
物
た
ち
は
次
々
に
入
れ
替
わ
っ
て
ゆ
く
。
舞
台
だ
け
は
現
在
で
も
残
っ

て

い
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
研
究
対
象
と
し
て
、
記
憶
の
場
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
の
が
筆
者
の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
質
的
な
基
礎
に
着
目
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
時
間
と
空
間
を
社
会
分
析
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
点
で
、
戦
略
的
な
高
地
を

確
保
で

き
る
。
こ
こ
に
お
い
て
ギ
デ
ン
ズ
の
構
造
化
理
論
や
ブ
ル
デ
ュ
の
実
践
の
理

論
と
の
接
合
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
そ
う
し
た
時
間
と
空
間
に
お
け
る
行
為
者
と
し
て
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
を

考
え
る
。
こ
こ
で
い
う
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
は
あ
る
特
定
の
記
憶
の
場
を
目
指
し
た

様
々
な
社
会
的
相
互
作
用
を
行
う
主
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
儀
礼
を
執
行
す
る
主
体
で

あ
り
参
加
者
で
あ
り
、
言
説
を
産
出
す
る
主
体
で
も
あ
る
。
記
憶
の
場
に
は
、
様
々

な
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
が
関
与
し
て
く
る
。
経
済
的
な
意
図
を
も
っ
て
参
入
し
て
く
る

エ
ー
ジ
ェ
ン
ジ
ー
も
あ
る
し
、
行
政
権
力
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
、
宗
教
的
な
エ
ー
ジ
ェ

ン

シ
ー
、
軍
隊
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
、
公
教
育
あ
る
い
は
教
育
産
業
の
エ
ー
ジ
ェ
ン

シ
ー
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
が
、
あ
る
特
定
の
空
間
に
お
い
て

（あ
る
い
は
あ
る
空
間
に
対
し
て
）
、
あ
る
特
定
の
時
間
の
幅
の
中
で
、
い
か
な
る
動

き
を
示
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

と
は
、
時
間
と
空
間
を
含
み
こ
ん
だ
社
会
の
分
析
単
位
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　
今
後
、
よ
り
精
緻
な
研
究
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
学
と
社
会
学
を
、

記
憶
の
社
会
学
と
し
て
現
代
社
会
学
の
中
に
総
合
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
本
稿
は
そ
の
た
め
の
予
備
的
考
察
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
『
原
初
形
態
』

の

冒
頭
で
、
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
が
目
指
し
た
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
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亀
災
民
◎
ひ
卑
日
げ
ユ
ユ
σ
q
O
ご
艮
く
㊥
「
O
。
。
。
乃
w
一
⇔
“
↓
°

　
　
　
　
o
o
O
⊆
『
ユ
合
F
㊥
一
〇
旨
O
釦
コ
全
↑
O
一
〇
一
゜
】
〕
喜
O
口
仁
ロ
⇒
戸
』
電
き
ミ
、
岱
O
O
さ
e
肉
§
マ
O
吻
O
O
～
O
～
O
堕
［
「
ロ
巨
．

　
　
O
『
○
す
ざ
ロ
o
o
O
哨
吟
O
°
乃
゜
。
Ψ
一
②
O
N

　
　
　
　
宇
都
宮
京
子
「
ブ
ル
デ
ュ
ー
に
お
け
る
『
象
徴
性
』
と
『
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
』
」
『
象
徴
的
支
配
の

　
　
社

会
学
一
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
認
識
と
実
践
』
P
．
ブ
ル
デ
ュ
ー
社
会
学
研
究
会
（
編
）
恒
星
社

　
　
厚
生
閣
↓
九
九
九
年
七
月
。

　
　
　
　
大
江
志
乃
夫

『満
州
歴
史
紀
行
』
立
風
書
房
、
一
九
九
五
年
。

　
　
　
　
竹
沢
尚
一
郎
（
編
）
『
宗
教
と
モ
ダ
ニ
テ
ィ
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
六
年
。

　
　
　
　
田

中
雅
一
「
旅
が
照
射
す
る
沖
縄
戦
一
二
つ
の
オ
キ
ナ
ワ
・
バ
ト
ル
・
サ
イ
ト
・
ツ
ア
ー
を

　
　
め

ぐ
っ
て
」
西
井
涼
子
、
田
辺
繁
治
（
編
）
『
社
会
空
間
の
人
類
学
　
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
・
主
体
・

　
　
モ

ダ
ニ
テ
ィ
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
六
年
。

　
　
　
　
田
中
雅
一
「
主
体
か
ら
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
　
日
常
的
実
践
へ
の
視
角
」
田

　
　
辺
繁
治
・
松
田
素
二
（
編
）
『
日
常
的
実
践
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
二
年
。

　
　
　
　
北
條
英
勝

「ブ
ル

デ
ュ

ー
に
お
け
る
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
社
会
学
の
受
容
と
断
絶
一
集
合
表
象
の

　
　
理
論
家
か
ら
象
徴
的
支
配
の
社
会
学
へ
」

　
　
　
　
ロ

ジ
ェ
・
カ
イ
ヨ
ワ
『
戦
争
論
‥
わ
れ
わ
れ
の
内
に
ひ
そ
む
女
神
ベ
ロ
ー
ナ
』
秋
枝
茂
夫
訳
、

　
　
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
四
年
。

　
　
　
　
ロ

ジ
ェ
・
カ
イ
ヨ
ワ
『
聖
な
る
も
の
の
社
会
学
』
内
藤
莞
爾
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
。

　
　
　

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
二
九
三
〇
～
二
〇
〇
二
』
加
藤
晴

　
　
久
編
・
訳
、
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。

　
　
　

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
政
治
学
か
ら
「
政
治
界
」
の
科
学
へ
』
藤
本
一
勇
、
加
藤
晴
久
訳
、

　
　
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。
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ブ
ル

デ
ュ

，
P
，
（
一
九
八
八
）
『
実
践
感
覚
1
』
、
今
村
仁
司
・
港
道
隆
訳
、
み
す
ず
書
房
、

　
　
一
九
八
八
年
（
ロ
ロ
o
烏
象
●
F
担
卜
o
吻
§
㎏
等
ミ
樹
ミ
◎
［
o
ω
団
合
臣
0
5
ら
●
忌
日
已
で
㊥
①
旨
二
②
。
。
O
）
。

（
8
）
　
日
本
語
文
献
と
し
て
は
哲
学
・
政
治
学
的
批
判
と
し
て
宇
波
彰
「
政
治
演
劇
論
の
陥
穿
」
『
現

　

代
思
想
』
＜
o
＝
N
－
古
一
九
八
四
年
が
、
歴
史
学
か
ら
の
批
判
と
し
て
池
上
俊
一
「
儀
礼
の
人
類

　

学
と
儀
礼
の
歴
史
学
」
『
歴
史
学
研
究
』
六
月
号
、
一
九
九
］
年
が
、
人
類
学
か
ら
の
批
判
と

　
　
し
て
は
関
本
照
夫
「
東
南
ア
ジ
ア
的
王
権
の
構
造
」
、
伊
藤
（
他
編
）
『
現
代
の
社
会
人
　
類
学

　
　
3
国
家
と
文
明
へ
の
過
程
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
入
七
年
が
あ
げ
ら
れ
る
。
　
「
劇
場
国
家

　

論
」
と
そ
れ
に
類
似
の
立
場
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
批
判
が
意
を
尽
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の

　
　
で
本
稿
で
は
割
愛
す
る
。

（9
）
。
。
匡
゜
・
“
国
き
全
ぎ
旨
㌍
≦
“
昌
。
ζ
§
冨
。
雲
・
9
§
①
｛
目
Ψ
ぎ
き
～
。
讐
ミ
念
ξ
・
≦
ま
ω
゜

（1
0
）
　
§
心
も
゜
＄
°

（
1
1
）
団
○
≦
碧
△
。
力
巨
亘
○
・
ミ
ミ
§
へ
、
ミ
⑰
オ
Q
，
穿
㎏
⇔
』
S
さ
。
さ
－
8
息
ミ
。
堕
昌
。
ご
巳
＜
。
邑
せ
昆

　

○
宮
8
σ
q
o
写
o
°
。
°
・
二
ゆ
ざ
゜

（1
2
）
c
。
巨
邑
。
こ
゜
φ
」
痴
』
δ
≦
P
＞
」
°
団
≦
言
昆
芦
匹
日
』
°
之
婁
一
δ
□
〉
茸
巨
江
。
8
§
ζ
8
§
ず
∨
‥

　
　
日
o
時
。
。
日
お
已
器
き
△
餌
o
＜
色
o
℃
日
o
巨
合
ユ
ロ
σ
q
o
o
2
0
日
o
巨
巴
0
8
p
°
・
日
戸
、
ミ
ミ
§
、
吻
ミ
ミ
Q
Z
已
日
冨
『

　
　
N
」
②
ご
゜

（1
3
）
　
§
べ
も
゜
一
吉
゜

（
1
4
）
閃
o
●
臼
Z
』
6
＝
旬
戸
句
Q
§
へ
忠
～
ミ
・
穿
㎏
ぷ
』
§
尋
、
酋
。
ミ
嵩
災
さ
晦
s
ー
マ
§
～
、
X
§
ミ
乏
き
、
ミ

　
　
ご
己
く
o
「
°
・
旨
。
叶
9
＝
ず
日
四
㊥
『
。
°
・
°
・
Ψ
一
②
②
一
1
1
一
〇
べ
O
（
ベ
ラ
ー
，
R
．
N
．
『
社
会
変
革
と
宗
教
倫
理
』

　
　
河
合
秀
和
訳
、
未
来
社
、
］
九
七
三
年
。
）

（1
5
）
　
§
S
マ
一
ひ
。
。
°

（
1
6
）
　
ま
た
背
後
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る
聖
書
宗
教
的
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
（
÷
ミ
ら
］
心
N
も
゜
一
べ
M

　
　
廿
㍗
一
べ
“
∪
。
。
及
び
唱
］
。
。
ひ
゜

（1
7
）
　
規
範
的
機
能
、
個
人
的
動
機
に
つ
い
て
は
、
↑
ひ
ミ
も
廿
］
°
。
O
－
一
゜
。
一
゜

（1
8
）
　
ロ
ロ
巨
旦
・
『
も
↓
』
［
§
°
言

（
1
9
）
　
E
．
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
・
T
．
レ
ン
ジ
ャ
ー
（
編
）
『
創
ら
れ
た
伝
統
』
前
川
啓
治
他
訳
、
紀

　
　
伊
国
屋
書
店
、
一
九
九
二
年
（
出
o
げ
゜
・
音
≦
戸
内
』
且
弓
丙
き
o
q
。
吟
（
①
昔
）
“
き
e
§
、
～
§
ミ
マ
Q
ミ
へ
x
§
、

　
　
O
g
日
亘
ユ
ユ
o
q
⑰
ご
巨
く
o
邑
蔓
印
o
°
。
°
。
二
②
②
N
⊥
②
゜
。
］
）
。

（2
0
）
菱
。
冨
a
パ
市
⑰
艮
品
§
ミ
』
§
毯
Q
ミ
忠
ミ
ミ
§
～
§
。
力
。
力
゜
。
声
日
。
・
。
冒
菩
゜
・
象
聲
Z
P
ご

　
　
一
薯
。
。
°
特
に
。
臣
百
。
「
ふ
を
参
照
。

（
2
1
）
　
陰
謀
説
に
つ
い
て
は
、
既
に
関
本
、
前
掲
、
一
九
八
七
の
批
判
が
あ
る
。

（
2
2
）
　
筆
者
は
既
に
こ
れ
ら
の
論
点
を
ま
と
め
て
い
る
。
近
代
天
皇
制
に
関
す
る
筆
者
の
立
場
に
つ

　
　
い
て
は
、
粟
津
賢
太
「
近
代
天
皇
制
国
家
に
お
け
る
正
当
性
の
問
題
に
関
す
る
社
会
人
類
学
的

　
　
考
察
」
『
創
価
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
一
五
集
、
一
九
九
三
年
、
お
よ
び
粟
津
賢
太
「
近
代
日

　
　
本
の

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
天
皇
制
」
中
野
毅
・
飯
田
剛
史
・
山
中
弘
（
共
編
）
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ

　
　
ズ
ム
と
宗
教
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
七
年
、
一
九
四
～
二
一
六
頁
を
参
照
。

（
2
3
）
　
こ
れ
は
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
W
．
M
．
『
記
念
祭
／
記
念
日
カ
ル
ト
‥
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ

　
　
パ
、
ア
メ
リ
カ
に
み
る
』
小
池
和
子
訳
、
現
代
書
館
、
一
九
九
三
年
（
ざ
9
．
‘
8
見
≦
°
ζ
こ

　
　
6
団
㌔
巴
さ
口
§
㌔
§
o
O
ミ
、
ミ
S
さ
ミ
＜
o
膓
ミ
合
㎏
ミ
団
ミ
§
o
§
へ
、
オ
9
↑
、
ミ
句
、
ミ
D
8
喜

　

吋
闘
自
碧
ま
白
㊥
已
ロ
言
汀
屋
“
這
②
ご
に
お
け
る
問
題
関
心
で
あ
っ
た
。

（
2
4
）
　
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
，
E
．
『
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
（
上
・
下
）
』
、
古
野
清
人
訳
、
岩
波
文
庫
、

　
　
改
訳
版
、
一
九
七
五
年
（
O
烏
臣
窪
β
団
』
D
き
、
ミ
D
曳
代
ミ
§
§
さ
㎏
合
ざ
ミ
・
さ
、
蒔
合
日
・
、
［
。

　
　
。
。
百
8
日
。
δ
8
邑
ρ
C
。
8
＞
ζ
゜
・
9
＝
。
這
。
旨
“
一
⇔
一
N
°
）
、
一
六
六
頁
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

40　39　38　37　36
）　　　）　　　）　　　）　　　）

　　　　　　　ハ　　　35　34　33　32　31　30　29　28　27　26　25
）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　∀　　　　）　　　　）　　　　）

同
前
書
、

同
前
書
、

同
前
書
、

同
前
書
、

同
前
書
、

同
前
書
、

同
前
書
、

同
前
書
、

同
前
書
、

同
前
書
、

同
前
書
、

同
前
書
、

同
前
書
、

同
前
書
、

同
前
書
、

一
六
九
～
一
七
〇
頁
。

一
六

八
～
一
六
九
頁
。

一
七
〇
頁
。

二
四

五
頁
。

二
七

二
頁
。

二
七

三
頁
。

二
五
三
頁
。

二
四
四
～
二
四
五
頁
。

二
四

六
～
二
四
七
頁
。

二
五
〇

～
二
五
一
頁
。

二
五
八
頁
。

二
九

二
頁
。

二
九

三
頁
。

二
九
六
～
二
九
七
頁
。

三
一
五
頁
。

　
　

古
野
清
人
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
宗
教
社
会
学
の
分
野

　
　
で
も
、
集
合
表
象
説
は
必
然
に
儀
礼
主
義
と
結
び
つ
い
て
卓
越
し
た
貢
献
を
も
た
ら
し
て
い

　
　
る
。
（
中
略
）
儀
礼
は
集
団
へ
の
新
入
者
に
は
、
社
会
的
の
価
値
を
伝
達
し
、
ま
た
集
団
の
構

　

成
員
に
こ
の
感
情
を
一
定
の
強
度
を
も
っ
て
維
持
し
て
い
く
の
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。
儀
礼
は

　

集
合
的
情
緒
を
表
現
す
る
独
自
の
方
法
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
（
宗
教
的
）
感
情
は
高
揚
し

　

精
錬
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
儀
礼
お
よ
び
。
（
宗
教
）
社
会
学
は
こ
れ
ら
の
各
部
分
を
対
象

　
　
と
し
て
さ
ら
に
探
究
の
歩
を
進
む
べ
き
で
あ
ろ
う
」
（
古
野
清
人
「
宗
教
社
会
学
」
『
古
野
清
人

　

著
作
集
七
　
宗
教
の
社
会
学
・
心
理
学
』
南
斗
圭
旦
房
、
一
九
九
〇
年
）
。

（4
1
）
団
」
°
・
o
曇
江
゜
。
力
゜
Z
こ
。
。
o
日
⑰
O
げ
゜
・
⇔
⊇
豊
8
°
。
。
三
汀
O
着
恥
邑
。
°
。
。
コ
「
註
庄
。
5
°
力
日
｛
貫
O
°
団
゜
（
。
△
°
）
曽

　

㌔
o
、
酋
§
§
匙
e
°
q
ミ
§
ミ
～
§
ミ
㌔
o
さ
o
こ
さ
§
ミ
～
§
A
［
①
o
°
。
昌
匹
o
u
g
日
P
O
書
日
げ
o
房
げ
烏
㏄
二
3
。
。
“

（
4
2
）
　
こ
れ
ら
の
立
場
、
特
に
市
民
宗
教
論
の
概
観
に
つ
い
て
は
O
匡
Q
①
巨
o
q
ふ
ミ
o
き
§
Q
＜
～
～

　
恕
、
§
§
㍉
合
ご
網
旨
ミ
§
↑
。
力
。
力
。
。
声
目
。
呂
　
σ
q
蚕
嘗
゜
。
臼
o
°
・
“
Z
o
］
“
O
這
を
参
照
。

（4
3
）
。
力
δ
＜
8
［
兵
口
㊥
。
巨
邑
声
｛
言
。
ご
邑
。
力
8
。
＝
巨
。
田
・
一
8
円
戸
［
妄
。
°
・
“
°
。
二
ぱ
㎏
ミ
㎏
～
⊇
ぎ
§
、

　
　
§
s
Q
［
o
昆
o
戸
一
②
ミ
“
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（
4
4
）
　
壬
S
や
ひ
N

（4
5
）
　
§
S
も
゜
ひ
ω
゜

（4
6
）
　
§
や
も
゜
宝

（4
7
）
　
～
黙
べ
も
゜
ひ
゜
。
°
及
び
廿
ひ
⇔

（4
8
）
　
～
守
ミ
も
O
心
も
］

（
4
9
）
　
こ
の
点
で
は
、
竹
沢
尚
一
郎
の
以
下
の
指
摘
も
あ
る
。

　
　
　
「
こ
の
（
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
の
一
引
用
者
）
議
論
に
一
種
の
循
環
論
法
を
認
め
る
こ
と
は
容
易

　
　
で

あ
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
社
会
が
個
人
に
た
い
し
て
拘
束
力
を
も
つ
の
は
聖
化
さ
れ
た
象
徴

　
　
の
お

か
げ
で
あ
り
、
宗
教
象
徴
が
聖
な
る
力
を
も
つ
の
は
そ
れ
が
社
会
を
象
徴
す
る
た
め
で
あ

　
　

る
。
こ
れ
で
は
社
会
が
最
初
な
の
か
、
そ
れ
と
も
象
徴
の
聖
な
る
力
が
最
初
な
の
か
、
解
決
は

　
　

困
難
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
の
議
論
の
難
点
は
、
象
徴
を
表
現
と
し
て
の
み
と
ら

　
　
え
、
象
徴
の
操
作
に
よ
っ
て
い
か
な
る
社
会
的
効
果
が
生
み
だ
さ
れ
る
か
と
い
う
、
の
ち
の
研

　
　
究
者
が
も
つ
に
い
た
る
視
点
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
に
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で

　
　
彼

は
、
象
徴
を
隠
さ
れ
た
『
実
在
』
の
表
現
と
し
て
と
ら
え
る
ロ
マ
ン
主
義
的
・
キ
リ
ス
ト
教

　
　
的
な
視
点
を
、
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
（
竹
沢
尚
一
郎
『
宗
教
と
い
う
技
法
一

　
　
物
語
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』
、
勤
葦
書
房
、
一
九
九
二
年
、
一
七
九
～
一
八
〇
頁
）
。

　
　
　
ま
た
、
前
述
し
た
歴
史
家
キ
ャ
ナ
ダ
イ
ン
は
、
テ
ク
ス
ト
分
析
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
依
存
性

　
　
を
説
得
的
に
主
張
し
て
い
る
。
P
目
且
日
P
O
こ
『
庁
。
△
o
ロ
8
図
で
喝
。
昌
目
呂
8
①
a
家
0
日
ロ
o
q

　
　
o
『
巴
言
巳
弓
汀
o
o
【
芭
゜
・
ず
ζ
o
ロ
胃
o
ξ
芦
●
日
o
．
．
冒
く
o
芦
8
0
『
↓
「
良
庄
自
．
．
o
」
。
。
N
P
一
〇
刈
メ
ー
戸

　
　
＝
o
O
°
。
冨
≦
戸
e
°
ミ
を
参
照
。

（5
0
）
壽
日
。
古
ヂ
゜
巨
。
盲
S
§
ミ
§
』
警
O
さ
§
§
心
る
ミ
貢
9
§
。
。
o
己
艮
く
。
「
じ
・
旨
。
ら
9
｛
8
。
・
。

　
　
写
。
°
。
°
・
“
三
い
9
本
書
は
非
常
に
高
い
評
価
を
受
け
、
後
に
く
昌
書
而
Ω
身
シ
リ
ー
ズ
に
収
録
さ

　
　
れ

た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
一
九
三
〇
年
代
の
、
典
型
的
な
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
町

　
　
で

あ
る
と
い
わ
れ
る
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
エ
セ
ッ
ク
ス
郡
に
あ
る
ニ
ュ
ー
バ
リ
ー
ポ
ー
ト

　
　
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
調
査
で
あ
る
。
§
Q
ト
ミ
這
§
へ
さ
o
b
§
S
』
已
、
×
せ
ミ
，
さ
o
や
ミ
ぎ
隷

　
　
㎏
S
ミ
』
ミ
ペ
～
§
ミ
」
O
い
汐
寄
8
ご
己
＜
6
a
せ
㊥
目
゜
。
伜
　
そ
の
後
、
一
九
七
四
年
に
は
次
の
も
の

　
　
に

収
録
さ
れ
て
い
る
。
壽
日
o
『
Ψ
≦
＝
o
∨
辞
〉
昌
〉
白
o
ユ
。
醇
目
。
。
p
。
器
江
○
自
o
日
o
ロ
×
｛
見
担
o
＃
o
×
恒

　
　
戸
ロ
．
‘
．
‘
o
＝
菖
住
S
8
0
｜
‘
“
O
自
巴
工
O
°
ふ
ミ
ミ
膏
§
Q
ミ
昏
～
電
§
、
＝
巷
鶴
臼
声
o
ぷ
一
q
っ
ベ
ピ
O
。
。
②
－
＝
一
゜

　
　
残
念

な
が
ら
、
近
年
の
わ
が
国
の
宗
教
社
会
学
で
は
§
ロ
2
の
業
績
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は

　
　
あ
ま
り
な
い
が
、
井
門
富
士
夫
は
例
外
的
に
そ
の
価
値
を
主
張
し
て
い
る
。
井
門
富
士
夫
「
ア

　
　
メ
リ
カ
の
宗
教
伝
統
と
文
化
一
ア
メ
リ
カ
宗
教
の
ゆ
く
え
」
井
門
富
士
夫
（
編
）
『
ア
メ
リ
カ

　
　
の
宗
教
伝
統
と
文
化
』
大
明
堂
、
一
九
九
二
年
。

（
5
1
）
　
米
山
俊
直
「
ヤ
ン
キ
ー
・
シ
テ
ィ
と
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
」
月
刊
み
ん
ば
く
（
編
）
『
世
界

　
　
の
民
族
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
六
年
、
二
〇
一
～
二
〇
二
頁
。

（
5
2
）
　
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
，
J
．
L
．
『
言
語
と
行
為
』
、
坂
本
百
大
訳
、
大
修
館
書
店
一
九
七
八
年

　
　
（
＞
5
吟
芦
↑
r
き
ミ
、
o
b
o
§
き
鵯
ミ
き
き
藝
、
O
×
甘
a
C
己
く
。
邑
せ
㊥
「
。
°
。
°
・
』
O
ひ
ど
。

（
5
3
）
　
サ
ー
ル
J
．
R
．
『
言
語
行
為
一
言
語
哲
学
へ
の
試
論
』
、
坂
本
百
大
’
土
屋
俊
訳
、
勤
草

　
　
書
房
、
一
九
八
六
年
（
。
力
。
琶
p
↑
戸
“
ぜ
災
き
』
ら
章
巴
』
§
S
、
ぎ
、
ミ
蒙
e
せ
ミ
』
§
窒
R
魯

　
　9
日
匡
a
。
q
o
己
巳
く
。
旦
マ
淳
⑦
゜
。
°
。
三
②
＄
°
）
。

（
5
4
）
　
サ
ー
ル
、
同
上
書
、
五
八
頁
。

（
5
5
）
　
R
・
エ
ル
ツ
『
右
手
の
優
越
⊥
不
教
的
両
極
性
の
研
究
』
吉
田
禎
吾
・
内
藤
莞
爾
訳
、
垣
内

　
　
出
版
株
式
会
社
、
一
九
八
五
年
（
＝
。
コ
N
戸
b
8
丘
●
巨
［
8
四
β
ロ
。
。
已
ユ
①
゜
・
烏
冨
苫
買
。
器
巨
巴
」
§

　
　
8
豪
o
叶
才
⑳
ユ
巴
旬
日
o
碁
巨
k
嵩
嵩
需
旨
息
o
菖
喝
ミ
や
］
器
㊦
o
ユ
P
け
×
、
］
②
O
S
お
よ
び
［
①
淳
。
。
日
ぎ
o
o
o
。

　
　
臼
o
冨
日
巴
ロ
ユ
日
。
三
P
隷
＜
§
㌔
ミ
g
e
ミ
ミ
s
×
×
×
之
“
一
8
②
゜
）
。

（
5
6
）
　
エ
ル
ツ
、
同
上
書
、
一
二
六
～
一
二
七
頁
。

（
5
7
）
　
浜
本
満
「
死
を
投
げ
棄
て
る
方
法
1
1
儀
礼
に
お
け
る
日
常
性
の
再
構
成
」
　
田
辺
繁
治
（
編
）

　
　
『
人
類
学
的
認
識
の
冒
険
一
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
』
同
文
館
、
一
九
八
九
年
、

　
　
三
三
三
～
三
五
六
頁
。

（
5
8
）
　
ブ
ル
デ
ュ
，
P
．
（
一
九
八
八
）
『
実
践
感
覚
1
』
、
今
村
仁
司
・
港
道
隆
訳
、
み
す
ず
書
房
、

　
　
一
九
八
八
年
（
切
。
烏
工
8
戸
担
卜
o
浄
s
等
ミ
～
Q
§
F
。
°
。
団
合
δ
自
全
。
ζ
日
ロ
一
↓
㌔
碧
亘
区
。
。
O
°
）
。

（
5
9
）
　
b
d
8
a
合
F
四
忘
§
R
o
§
へ
や
ミ
ぎ
、
膏
さ
ミ
パ
O
日
o
ξ
8
ユ
ロ
且
ζ
昌
庁
2
＞
合
日
．
，
8

　
　
（
｛
冨
5
°
力
゜
）
“
＝
覧
ぼ
α
ご
庄
く
。
呂
せ
㌣
。
㊦
゜
・
◇
一
②
②
一
も
ヒ
。
。
°

（6
0
）
　
§
S
廿
ヒ
ρ

（
6
1
）
　
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
『
社
会
理
論
の
最
前
線
』
友
枝
敏
雄
他
訳
、
ハ
ー
ヴ
ェ
ス
ト
社
、

　
　
一
九
八
九
年
（
Q
合
6
目
p
ぎ
日
8
S
9
ミ
ミ
～
、
さ
忠
o
ミ
㎏
き
ぎ
亀
ミ
§
o
o
ミ
㍉
』
S
o
ぷ
ヒ
ミ
。
ミ
き

　
　
§
心
ひ
§
苛
亀
ミ
S
§
ざ
象
o
ミ
』
ミ
言
百
己
巨
く
鶴
，
‘
旨
亀
9
匡
♂
日
ロ
零
。
‘
‘
（
－
二
②
∨
ε
。

（6
2
）
　
同
上
書
、
二
一
九
頁
。

　　　　6968
）　　　）

　　　　　　　　　　　　　
67　66　65　64　62
）　　）　　）　　）　　）

同
上
書
、

同
上
書
、

同
上
書
、

同
上
書
、

同
上
書
、

同
上
書
、

二

一
九
～
二
二
〇
頁
。

二
二
〇
頁
。

二
二
三
～
二
二
四
頁
。

二
三
九
頁
。

二
二
七
～
二
二
八
頁
。

二
二
七
頁
。

　
　
　
国
窪
ユ
［
o
諭
ゲ
＜
「
P
ぱ
代
ミ
o
§
6
ひ
§
ミ
せ
g
o
二
日
5
一
巴
江
含
o
日
即
g
o
古
9
0
8
巴
ら

　
　
之
ざ
ゴ
書
8
－
°
。
目
穿
“
0
。
ぎ
百
。
芦
⑦
巴
゜
（
ア
ン
リ
・
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
『
空
間
の
生
産
』
斉
藤
日

　
　
出
治
訳
、
青
木
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
。
）

（
7
0
）
　
こ
う
し
た
、
記
憶
の
社
会
学
の
観
点
か
ら
こ
れ
ま
で
の
社
会
学
的
な
解
釈
に
対
す
る
批
判

　
　
派
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
の
助
成
事
業
と
し
て
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
お
い

　
　
て
行
わ
れ
た
国
際
研
究
集
会
「
戦
争
体
験
の
記
憶
と
語
り
（
壽
が
家
§
o
q
芦
口
之
§
。
亘
く
。
）
」

　
　
（
二
〇
〇
七
年
二
月
一
五
日
・
＝
ハ
日
）
お
い
て
な
さ
れ
た
筆
者
と
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
オ
ー
リ
ッ

　
　
ク
氏
（
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
）
と
の
議
論
に
お
い
て
も
再
確
認
さ
れ
た
。

（
7
1
）
o
。
。
ξ
合
。
戸
国
9
。
四
邑
↑
。
8
P
O
°
壽
8
§
昇
き
き
ミ
ミ
S
さ
、
。
㌔
§
言
ピ
9
ざ
Q
ご
巨
く
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o
「O
宮
8
σ
q
o
即
o
°
。
°
。
°
一
〇
8
°

（
7
2
）
　
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
を
直
接
的
に
つ
な
ご
う
と
す
る
試
み
の
難
点
に
つ
い
て
、
ブ
ル
デ
ュ
に
よ

　
　
る
フ
ー
コ
ー
批
判
が
的
を
得
て
い
る
。
「
フ
ー
コ
ー
の
「
知
イ
コ
ー
ル
権
力
」
の
テ
ー
ゼ
に
し

　
　
て
も
、
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
科
学
と
は
関
係
な
い
と
こ

　
　
ろ
で
、
ま
ず
そ
れ
だ
け
が
ひ
と
り
歩
き
し
ま
す
。
／
要
す
る
に
「
界
（
シ
ャ
ン
）
」
の
概
念
が

　
　
フ
ー
コ
ー
に
は
欠
け
て
い
ま
す
。
科
学
界
が
あ
る
、
科
学
界
固
有
の
利
害
あ
る
、
科
学
界
内
部

　
　
に
闘
争
が
あ
る
、
と
い
っ
た
視
点
が
完
全
に
欠
け
て
い
ま
す
。
／
そ
う
し
た
留
保
を
付
け
た
上

　
　
で
、
フ
ー
コ
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
は
強
烈
な
批
判
力
、
反
制
度
的
な
破
壊
力
が
あ
る
こ
と
は
認
め

　
　
ま
す
。
」
ピ
エ
ー
ル
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ユ
ー
ー
一
九
三
〇
～
二
〇
〇
二
』
加

　
　
藤

晴
久
（
編
）
、
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
九
一
頁
。
ま
た
こ
う
し
た
中
間
項
を
想
定
す
る

　
　
こ
と
は
、
た
と
え
ば
「
中
範
囲
」
の
理
論
と
し
て
、
す
で
に
社
会
学
の
伝
統
に
も
存
在
し
て
い

　
　
た
が
、
そ
こ
で
は
行
為
者
相
互
の
ネ
ゴ
シ
エ
イ
シ
ョ
ン
や
闘
争
の
過
程
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な

　
　
い
。
ロ
バ
ー
ト
・
K
．
マ
ー
ト
ン
「
社
会
理
論
と
社
会
構
造
』
森
東
吾
他
訳
、
み
す
ず
書
房
、

　
　
一
九
六
一
年
。

（
7
3
）
さ
o
ミ
§
民
、
ミ
．
誉
o
と
い
う
用
語
は
オ
ー
リ
ッ
ク
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
汀
穿
塁

　
　
パ
0
9
古
O
o
目
①
ζ
o
日
o
口
゜
。
ロ
邑
家
o
日
o
頃
Q
①
目
o
ω
‥
＞
O
邑
o
o
q
8
巴
ぎ
巴
ぺ
゜
・
冨
o
『
ぽ
①
∨
。
。
二
き
い

　
　
O
o
日
日
o
日
o
「
ロ
ユ
8
｜
，
日
↓
古
①
市
①
匹
自
巴
る
苫
げ
一
一
〇
〇
吟
O
。
昌
昌
∨
“
』
ミ
さ
h
ミ
象
息
o
～
o
恩
§
～
諄
≦
o
ぷ

　
　
⑦
遷
P
苔
］
。
。
一
ム
O
N
ま
た
、
ミ
ミ
ミ
。
ミ
・
と
い
う
言
葉
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
お
け
る
記
憶

　

　
の
女
神
で
あ
る
ム
ネ
モ
シ
ュ
ー
ネ
さ
§
o
セ
ミ
に
由
来
す
る
。
Z
§
審
N
・
日
o
問
O
。
＜
臣

　
　
昌
工
穿
C
巳
o
庁
o
力
冨
白
三
巨
「
o
ユ
已
9
日
見
㌔
e
さ
総
ミ
ミ
ざ
さ
邑
Z
o
b
⑳
゜
。
力
0
6
0
芭
】
。
・
巴
o
‥
呂
o
日
o
口
昌
匹

　
　
O
o
旨
宮
〒
ζ
o
ヨ
o
ヨ
g
り
唱
目
o
q
二
⇔
。
。
②
も
噂
゜
一
－
〔
°

（7
4
）
　
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
／
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（
①
σ
Q
・
白
⇔
ミ
①
o
q
。
ロ
⇔
は
、
「
構
造
ー
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
」

　
　
論
争
と
し
て
社
会
学
に
お
い
て
長
く
論
争
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
持
つ
。
こ
こ
で
は
、
あ
る
程
度

　
　
組
織
だ

っ

た
集
合
的
な
行
為
主
体
と
し
て
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
と
個
人
と
し
て
の
行
為
主
体

　
　
と
し
て
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
い
う
本
来
の
語
法
的
な
意
味
に
お
い
て
用
い
て
い
る
。
ζ
ロ
『
－
，
冨
ロ

　
　
O
o
己
o
白
（
。
住
し
“
O
×
ま
a
O
8
。
9
望
合
o
ロ
還
鳥
゜
力
0
9
巳
o
P
這
⇔
』
ま
た
、
人
類
学
で
は
田
中

　
　
雅
一
を
中
心
に
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
概
念
を
積
極
的
か
つ
戦
略
的
に
導
入
し
た
ミ
ク
ロ
人
類
学

　
　
の
立
場
も
あ
る
。
田
中
雅
一
「
主
体
か
ら
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
　
日
常
的
実
践

　
　
へ
の
視
角
」
田
辺
繁
治
・
松
田
素
二
（
編
）
『
日
常
的
実
践
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
』
世
界
思
想

　
　
社
、
二
〇
〇
二
年
。
田
中
雅
一
「
序
論
　
ミ
ク
ロ
人
類
学
の
課
題
」
田
中
雅
一
・
松
田
素
二

　
　
（
編
）
『
ミ
ク
ロ
人
類
学
の
実
践
　
工
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
／
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
／
身
体
』
世
界
思
想
社
、

　
　
二
〇

〇

六
年
な
ど
を
参
照
。
本
稿
の
立
場
は
、
こ
う
し
た
人
類
学
と
問
題
意
識
を
共
有
し
て
は

　
　
い

る
が
、
「
場
」
の
物
質
的
特
性
を
重
視
す
る
点
と
、
よ
り
集
合
的
か
つ
組
織
だ
っ
た
行
為
主

　
　
体
と
し
て
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
を
想
定
し
て
い
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
。

（
7
5
）
　
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
『
祝
福
か
ら
暴
力
へ
‥
儀
礼
に
お
け
る
歴
史
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
田

　
　
辺
繁
治
・
秋
津
元
輝
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
四
年
。

（創
価
大
学
・
慶
雁
義
塾
大
学
非
常
勤
講
師
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
七
年
四
月
三
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
三
日
審
査
終
了
）
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Agencies　in　Arena：Apreliminary　stlldy　on　sociology　of　memory

AWAzu　Kenta

　　　Although　rituals　in　contemporary　societies　have　been　the　sublect　matter　in　sociology　of　religion，　in　recent

researches　of　commemoration　and　war　memorials　in　vast　range　of　studies　in　vary　area，　from　historical　studies

and　area　studies　to　psychological　researches，　gradually　have　formed　a　Sociology　of　Memory　as　a　contemporary

sociology　The　theories　of　collective　memory　or　memory　studies　in　sociological五elds　show　flourishingly　their

achievements．

　　　This　paper　investigates　some　sociological　traditions，　and　examines　how　the　legacy　of　Durkheimian　school　has

been　played　an　influential　role　and　framing　strongly　to　these　studies　as　theoretical　backgrounds．　In　this　sense，

this　paper　tries　to　show　a　preliminary　assessment　of　sociological　studies　of　memory　This　paper　stresses　that　both

of　Agency　and　Arena　have　to　be　taken　in　the　theory　of　collective　memory　as　analytical　concepts．

463


