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二
分
法
的
思
考
の
必
要
性

リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
は
、
自
己
理
解
の
解
明
を
意
図
す
る
。
存
在
の
意
味
と
は
何
か
、
こ
の
問
い
が
、
神
話
論
、
隠
喩
論
、
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
論
、
物
語
論
等
々
の
底
を
流
れ
て
い
る
。
存
在
の
問
い
を
巡
る
こ
の
多
様
な
議
論
展
開
は
、
存
在
の
意
味
の
解
明
を
究
極
的
な
課
題
と
し

な
が
ら
も
、
リ
ク
ー
ル
が
、
自
ら
「
直
接
的
存
在
論
」

(
C
L

10)
と
呼
ぶ
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
は
と
ら
な
い
こ
と
を
証
し
て
い
る
。

リ
ク
ー
ル
は
、
存
在
了
解
と
い
う
了
解
の
存
在
論
的
構
造
の
分
析
か
ら
始
め
る
と
い
う
直
接
的
な
方
法
は
と
ら
な
い
。
リ
ク
ー
ル
が
と
る
の

は
、
テ
キ
ス
ト
解
釈
に
お
け
る
よ
う
な
言
語
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
了
解
と
い
う
、

し
か
な
い
了
解
の
認
識
様
態
の
分
析
か
ら
始
め
て
、
存
在
の
意
味
の
解
明
へ
至
る
と
い
う
間
接
的
な
方
法
で
あ
る
(
i
b
i
d
.
)

。

リ
ク
ー
ル
は
、
存
在
と
は
何
か
と
い
う
存
在
論
的
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
派
生
関
係
を
議
論
の
上
で
逆
に
歩
み
、
言

語
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
了
解
と
は
ど
ん
な
性
格
を
も
つ
の
か
と
い
う
解
釈
の
認
識
論
的
課
題
か
ら
始
め
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
神

話
論
、
隠
喩
論
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
等
々
に
お
い
て
解
釈
の
認
識
論
を
扱
い
、
こ
の
迂
回
を
経
て
、
最
終
的
に
存
在
を
「
解
釈
さ
れ
た
存
在

I
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
を
中
心
に
し
て
ー
ー
＇

リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
象
徴
概
念
の
検
討

換
言
す
れ
ば
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
存
在
了
解
の
派
生
的
形
態
で

池

田

つ
ま
り
、

清
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断
や
先
入
見
に
よ
る
予
断
の
区
別
か
ら
、

限
り
で
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
外
な
ら
な
い
。

レ
ま
、

9/,t 

リ
ク
ー

I'etre 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
」
と
い
う
形
で
発
見
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

リ
ク
ー
ル
が
、
こ
の
よ
う
に
方
法
論
上
、
存
在
に
つ
い
て
の
問
い
よ
り
も
、
了
解
に
つ
い
て
の
問
い
を
優
先
さ
せ
る
の
は
、
存
在
了
解
か

ら
存
在
の
解
明
へ
と
議
論
を
進
め
る
な
ら
、
存
在
了
解
か
ら
言
語
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
了
解
が
ど
の
よ
う
に
派
生
し
て
く
る
の
か
と
い
う

派
生
の
問
題
が
理
解
で
き
な
く
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

ど
の
よ
う
に
し
て
テ
キ
ス
ト
の
知
解
に
オ
ル
ガ
ノ
ン
を
与
え
る
か
、

ど
の
よ
う
に

し
て
競
合
す
る
諸
解
釈
を
調
停
す
る
の
か
と
い
う
個
別
的
な
解
釈
学
の
も
つ
解
釈
の
認
識
論
的
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
、

と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
(
C
l
.
1
4
)

。
し
か
し
、
個
別
的
解
釈
学
に
解
釈
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
を
与
え
る
た
め
と
い
う
こ
の
理
由
は
、

リ
ク
ー
ル

が
批
判
的
解
釈
学
と
い
う
自
己
の
立
場
を
鮮
明
に
し
た
と
き
、
批
判
と
い
う
認
識
論
的
関
心
か
ら
よ
り
根
本
的
に
捉
え
直
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
な
了
解
の
存
在
論
は
、
存
在
の
意
味
の
解
釈
に
関
し
て
、
事
柄
そ
の
も
の
に
よ
る
前
了
解
p
r
e
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
o
n
と
そ

れ
に
つ
い
て
の
速
断
や
先
入
見
に
よ
る
予
断

p
r
e
j
u
g
e
s

と
を
原
理
上
区
別
す
る
が
、
そ
こ
か
ら
更
に
そ
の
区
別
を
認
識
論
的
即
ち
批
判
的

に
問
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
あ
る

(
T
A
.
3
6
3
)

。
存
在
の
意
味
と
は
何
か
と
い
う
根
本
的
な
問
い
に
対
し
て
リ
ク
ー
ル

が
企
て
る
方
法
論
的
転
回
は
、
こ
こ
で
、
単
な
る
個
別
的
解
釈
学
の
認
識
論
的
問
題
の
提
起
と
い
う
理
由
を
越
え
て
、
批
判
の
契
機
を
含
む

解
釈
学
の
可
能
性
へ
と
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
リ
ク
ー
ル
の
方
法
論
的
転
回
に
立
っ
て
、
存
在
の
意
味
の
解
釈
に
関
し
て
、
事
柄
そ
の
も
の
に
よ
る
前
了
解
と
速

つ
ま
り
予
断
の
境
界
画
定
と
い
う
批
判
か
ら
始
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。

ま
ず
、
こ
こ
で
リ
ク
ー
ル
の
言
う
予
断
と
は
、
前
了
解
同
様
に
、
解
釈
の
「
前

p
r
e

構
造
」
と
い
う
性
格
を
も
ち
、
ま
た
通
俗
的

p
o
p
u
,
 

laires
概
念
と
親
近
性
を
も
つ
と
言
わ
れ
る

(ibid.)

て
、
事
柄
そ
の
も
の
に
よ
る
前
了
解
に
基
づ
く
解
釈
の
系
と
予
断
に
基
づ
く
解
釈
の
系
と
の
原
理
上
の
区
別
を
、

存
在
の
意
味
に
関
し

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
と
し
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と
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
こ
の
二
分
法
を
、

主
体
概
念
の
変
革
を
迫
る
こ
と
に
よ
っ
て
斥
け
る
。

リ
ク
ー
ル
の
想
定
す
る
主
体
と
は
、

リクールにおける象徴概念の検討

て
実
施
す
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
認
識
論
か
ら
存
在
の
解
明
へ
と
向
か
う
リ
ク
ー
ル
の
方
法
論
的
転
回
の
も
つ
第
二
の
意
味
で
あ
る
。

対
象
認
識
で
あ
れ
自
己
認
識
で
あ
れ
、
批
判
を
企
図
す
る
認
識
論
は
、
認
識
主
体
と
認
識
客
体
の
二
分
法
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
何
ら
か
の

二
分
法
的
枠
組
み
を
想
定
し
つ
つ
、
認
識
の
基
礎
づ
け
の
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
を
常
套
手
段
と
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、

l
批
判
と
い
う
認
識
批
判
か
ら
始
め
る
リ
ク
ー
ル
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
二
分
法
的
枠
組
み
に
基
づ
い
て
、
議
論
が
展
開
さ
れ
る
と
推
定

で
き
る
。
実
際
、
リ
ク
ー
ル
は
、
解
釈
の
認
識
論
の
た
め
に
、

＊
 

緊
張
関
係
に
置
き
つ
つ
、

ま
ず
二
分
法
的
枠
組
み
を
設
定
し
、
最
終
的
に
は
そ
れ
を
「
媒
介
」
と
い
う

「
解
釈
さ
れ
た
存
在
」
の
有
り
様
を
見
い
だ
そ
う
と
画
策
し
て
い
る
。
拙
論
は
、

出
発
点
を
占
め
る
認
識
論
が
想
定
す
る
二
分
法
を
確
認
し
た
上
で
、

的
思
考
様
式
を
追
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

る
こ
と
を
企
図
す
る
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
概
念
を
検
討
し
つ
つ
、

イ
デ
オ
ロ
ギ

リ
ク
ー
ル
の
方
法
論
的
転
回
の

リ
ク
ー
ル
の
想
定
す
る
二
分
法

リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
象
徴
概
念
の
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す

＊
認
識
論
的
に
対
立
す
る
考
え
方
を
設
定
し
た
上
で
、
二
つ
の
考
え
方
を
「
媒
介
」
す
る
、
こ
れ
が
リ
ク
ー
ル
の
議
論
の
や
り
方
で
あ
る
。
た
だ
、

「
媒
介
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
全
体
性
へ
の
「
止
揚
」
を
意
味
し
な
い
。
リ
ク
ー
ル
は
、
そ
れ
を
「
不
完
全
で
未
完
の
開
か
れ
た
媒

介」

(
T
R
.

III 3
0
0
)

と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
の
意
味
は
拙
論
で
は
論
じ
得
な
い
が
、
た
だ
リ
ク
ー
ル
が
多
用
す
る
「
媒
介
」
と
い
う
言
葉
は
、

対
立
項
の
「
緊
張
関
係
」
を
意
味
す
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

認
識
批
判
か
ら
始
め
る
リ
ク
ー
ル
の
方
法
論
的
転
回
が
想
定
す
る
二
分
法
を
知
る
た
め
に
、
ま
ず
、

リ
ク
ー
ル
が
不
可
能
な
対
立
関
係
と

捉
え
て
い
る
も
の
を
確
認
し
て
お
く
。
第
一
に
、
批
判
の
主
体
と
批
判
の
対
象
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
二
分
法
、

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
関
係
で
あ
る
。

つ
ま
り
科
学
と
イ

リ
ク
ー
ル
は
、
主
体
を
、
科
学
と
い
う
非
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
場
に
立
つ
絶
対
的
傍
観
者
と
解
す
る
こ
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科
学
II批
判
の
主
体
は
、

非
充
全
性
、
幻
想
、
虚
言
を
認
め
る
こ
と
に
お
い
て
、
ま
た
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
己
の
根
源
的
真
理
を
理
解
す
る
コ
ギ
ト
で
あ

る」

(
C
L
2
3
9
)

。
ま
た
「
私
が
有
る
こ
と
が
必
当
然
的
で
あ
る
の
と
同
様
、
私
が
何
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
」

(
C
L
2
3
8
)

よ
う
な
コ
ギ

ト
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
、
主
体
を
「
傷
つ
い
た
コ
ギ
ト
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

契
機
即
ち
形
式
的
な
自
己
意
識
の
契
機
と
、
「
私
は
私
が
自
己
を
思
惟
す
る
通
り
の
も
の
で
有
る
と
す
る
充
全
性
の
契
機
」

(
i
b
i
d
.
)

即
ち
経

験
的
な
自
己
認
識
の
契
機
と
を
分
離
す
る
。
リ
ク
ー
ル
の
言
う
主
体
と
は
、
形
式
的
・
超
越
論
的
な
意
味
で
「
空
虚
な
」

(
C
L
2
4
0
)
 

意
識
を
可
能
性
の
条
件
と
し
て
、
自
己
の
経
験
的
な
自
己
認
識
を
常
に
問
題
化
す
る
必
要
が
あ
る
主
体
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

に
お
け
る
主
体
と
客
体
の
二
分
法
は
、
両
者
に
認
識
論
的
断
絶
を
見
る
よ
う
な
科
学
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
二
分
法
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

「
傷
つ
い
た
コ
ギ
ト
」
で
あ
る
限
り
、
批
判
の
対
象
で
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
そ
の
批
判
の
企
て
の
中
に
介
在
し

て
く
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
傷
つ
い
た
コ
ギ
ト
」
の
主
張
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
認

識
論
的
議
論
に
は
馴
染
み
の
、
超
越
論
的
主
観
性
と
経
験
的
自
己
認
識
と
い
う
主
体
内
部
で
の
二
分
法
で
あ
る
。
し
か
し
、

う
超
越
論
的
主
観
性
は
、

「
空
虚
な
」
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
に
留
ま
り
、
決
し
て
、
経
験
的
自
己
認
識
を
構
成
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
独
我

論
を
帰
結
す
る
よ
う
な
構
成
主
観
で
は
な
い
。

＊
リ
ク
ー
ル
は
、
超
越
論
的
主
観
性
に
関
し
て
、
そ
れ
を
構
成
主
観
と
見
な
す
こ
と
も
せ
ず
、
誰
か
が
問
題
と
な
ら
な
い
よ
う
な
匿
名
的
な
主
観
性
と

見
な
す
こ
と
も
し
な
い
。
こ
の
主
観
性
は
、
相
互
主
観
性
と
関
係
づ
け
ら
れ

(
T
A
.
5
0
)

、
ま
た
「
対
話
の
原
理
」
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る

(
T
R
.

III 3
2
7
)

。
こ
の
こ
と
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
リ
ク
ー
ル
が
個
体
性
の
立
場
に
立
っ
て
い
な
い
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
勿
論
リ
ク
ー
ル

に
、
同
一
性
理
論
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
リ
ク
ー
ル
は
、
個
体
性
に
つ
い
て
も
社
会
性
に
つ
い
て
も
、
物
語
性

n
a
r
r
a
t
i
v
i
t
e

と
い
う
共
通

の
構
造
を
も
つ
同
一
性
理
論
を
思
索
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
後
に
述
べ
る
「
漸
進
的

p
r
o
g
r
e
s
s
i
f
」
と
い
う
前
望
的

p
r
o
s
p
e
c
t
i
v
e

な
時
間
契
機
に

「
傷
つ
い
た
コ
ギ
ト

C
o
g
i
t
o

b
l
e
s
s
e
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

リ
ク
ー
ル

リ
ク
ー
ル
の
言

自
己

「
思
惟
す
る
私
が
有
る
」
と
い
う
必
当
然
性
の

「
自
己
を
措
定
す
る
が
、
自
己
を
所
有
し
な
い
コ
ギ
ト
、
直
接
的
な
意
識
の
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と
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
て
お
き
た
い
。

リクールにおける象徴概念の検討

在
論
に
導
入
さ
れ
た
そ
の
経
緯
か
ら
で
あ
る
。

基
づ
き

(IU.
311)、

、。’> 

そ
れ
故
、

そ
れ
故
、

常
に
汲
み
尽
く
し
得
な
い
限
り
で
、
不
安
定
性
を
宿
し
た
も
の
で
あ
る

(
T
R
.

III 3
5
8
)

点
を
指
摘
し
て
お
き
た

リ
ク
ー
ル
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
す
る
認
識
批
判
が
想
定
す
る
二
分
法
は
、

ま
た
個
体
性
と
社
会
性
の
二
分
法
で
も
な
い
。
リ

ク
ー
ル
に
と
っ
て
、
個
人
と
社
会
を
対
立
関
係
に
置
く
こ
と
も
不
可
能
な
二
分
法
で
あ
る
。
確
か
に
リ
ク
ー
ル
は
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
「
社

会
的
想
像
界

l"
i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
 social
」
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
、
存
在
の
意
味
を
解
明
す
る
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
、
個
人

と
社
会
の
対
立
関
係
に
基
づ
い
て
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
社
会
性
の
排
除
と
し
て
考
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
対
立
関
係
を

枠
組
み
に
し
て
自
己
理
解
を
個
人
の
意
識
の
構
成
能
力
に
基
づ
か
せ
、

そ
れ
を
純
粋
な
自
己
認
識
と
し
て
捉
え
る
立
場
こ
そ
、

レ
こ
I
'ー

リ
ク
ー

と
っ
て
は
、
意
識
中
心
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
外
な
ら
な
い
。
リ
ク
ー
ル
は
、
社
会
性
か
ら
個
体
性
へ
の
純
粋
化
の
方
向
で
存
在
の
意
味

を
捉
え
る
の
で
は
な
く
て
、
社
会
性
の
階
層
的
秩
序
の
中
で
、
そ
れ
を
社
会
性
の
徹
底
化
の
方
向
で
捉
え
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
こ
の
理
由

は
、
主
体
を
「
傷
つ
い
た
コ
ギ
ト
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
関
係
は
不
可
能
だ
か
ら
、
主
体
は
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
社
会
性
を
蒙
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
と
い
う
消
極
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
予
断
の
批
判
が
了
解
の
存

つ
ま
り
、
速
断
や
先
入
見
に
よ
る
予
断
が
通
俗
的
性
格
を
も
つ
限
り
で
、
存
在
の
意
味
の
解

釈
に
関
す
る
、
事
柄
そ
の
も
の
に
よ
る
前
了
解
と
そ
う
し
た
予
断
と
の
区
別
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
前
了
解
を
構
成
す
る
社
会
性
と
予
断

を
構
成
す
る
通
俗
性
1
1
社
会
性
と
の
区
別
な
の
で
あ
る
。
社
会
性
の
こ
の
階
層
性
は
、
後
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
階
層
性
を
取
り
扱
う
と
き
に

論
じ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、
予
断
の
批
判
は
、
単
な
る
社
会
性
批
判
で
は
な
く
、
通
俗
性
1
1
社
会
性
の
批
判
で
あ
り
、
こ
の
批
判
の

課
題
は
、
存
在
の
意
味
の
解
釈
に
つ
い
て
事
柄
そ
の
も
の
に
よ
る
前
了
解
に
関
わ
る
、
よ
り
根
本
的
な
社
会
性
を
取
り
出
す
こ
と
で
あ
る
こ



34 

リ
ク
ー
ル
は
、
こ
の
よ
う
に
、
科
学
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
関
係
も
、
個
体
性
と
社
会
性
の
対
立
関
係
も
想
定
せ
ず
、
形
式
的
な
意
味

で
の
超
越
論
的
主
観
性
と
内
容
上
過
ち
得
る
経
験
的
自
己
認
識
と
の
二
分
法
を
想
定
し
、
そ
し
て
後
者
の
経
験
的
な
自
己
認
識
を
構
成
す
る

社
会
性
に
関
し
て
、
そ
れ
を
階
層
的
に
捉
え
、
こ
こ
か
ら
通
俗
性
1
1
社
会
性
と
根
本
的
な
社
会
性
と
の
対
立
関
係
に
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
こ
の
よ
り
根
本
的
な
社
会
性
と
は
、

レ
ま
、

l
'
u
`
 

リ
ク
ー

通
俗
性
と
象
徴
性
の
対
立
構
造

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
現
象
を
認
識
論
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
俗
性
1
1
社
会
性
と
対
立
関
係
に
置
か
れ
る
根
本
的
な

社
会
性
を
取
り
出
す
。
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
定
義
に
は
、
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
あ
る
。
第
一
に
、
社
会
的
現
実
の
歪
曲

と
そ
の
歪
曲
の
隠
蔽
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
社
会
的
現
実
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
表
象
と
の
転
倒
で
あ
り
、
こ
の
転
倒
の
隠

蔽
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
こ
で
は
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
機
能
は
歪
曲
•
隠
蔽
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
社
会
的
現
実
に
つ
い
て
の
虚
偽
の
表
象

・
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
考
え
方
は
、

リ
ク
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
表
層
的
な
定
義

で
し
か
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
定
義
で
は
、
何
故
社
会
的
現
実
が
表
象
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
そ
も
そ
も
、
何
故
社

会
的
現
実
が
表
象
を
生
み
出
す
の
か
、
が
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る

(
T
A
.
3
8
2
)

。
そ
れ
故
、
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
定
義
は
、
社
会
的
現
実

と
そ
の
表
象
の
歪
曲
関
係
、
及
び
社
会
的
現
実
と
表
象
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
捉
え
返
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
す
る
第
二
の
定
義
は
、
社
会
的
現
実
と
そ
の
表
象
の
関
係
の
歪
曲
性
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
支
配
の
正
当
化
の
機
能
と
し
て
定
義
す
る
。
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
支
配
の
正
当
化
機
能
は
、
支
配
権
力
の
側
か
ら
の
自
己

の
正
当
性
の
要
求
と
、
被
支
配
者
の
側
か
ら
の
そ
の
正
当
性
の
信
と
い
う
二
つ
の
契
機
か
ら
な
る
。
リ
ク
ー
ル
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
生
要



35 リクールにおける象徴概念の検討

う
意
味
で
、
非
対
称
的
関
係
に
あ
る
。
こ
の
ズ
レ
を
、

う
よ
う
に
、
不
足
分
の
信
を
「
剰
余
価
値
」
と
し
て
搾
取
す
る
の
が
、

重
要
な
の
は
、
こ
の
支
配
権
力
の
側
か
ら
の
搾
取
の
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
正
当
性
の
要
求
と
そ
の
信
と
い
う
両
契
機
の
外
に
想
定
さ
れ

る
外
部
か
ら
の
物
理
的
強
制
や
そ
の
脅
し
か
ら
成
る
の
で
は
な
く
、

に
作
り
出
す
言
語
の
機
能
に
つ
い
て
、

ト
リ
ッ
ク
に
見
る

(
A
T
.
3
8
3
)

。
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
文
彩
や
転
義
は
、

し
再
記
述
す
る
詩
的
機
能
を
も
つ
と
は
い
え
、
他
方
で
、
人
間
的
事
象
に
固
有
の
「
真
実
ら
し
さ

le
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
b
l
e
」
を
説
く
雄
弁
さ
に

よ
っ
て
、
相
手
を
説
得
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
機
能
を
も
つ

(
M
V
.
1
8
)

。
リ
ク
ー
ル
は
、
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
本
来
の
危
険
性
を
「
事
物
と
関

係
な
く
語
を
自
由
に
操
作
し
、
語
を
自
由
に
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
を
自
由
に
操
作
す
る
能
力
」

(
M
V
.
1
5
)
 

配
権
力
は
、

「
真
実
ら
し
さ
」
を
説
く
レ
ト
リ
ッ
ク
の
雄
弁
さ
に
よ
っ
て
、
正
当
性
に
対
す
る
不
足
分
の
信
を
被
支
配
者
か
ら
、
説
得
と
い

う
形
で
、
搾
取
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
信
の
搾
取
の
形
態
が
「
真
実
ら
し
さ
」
を
説
く
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
説
得
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
社
会
的
現
実
に
対
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
歪
曲
•
隠
蔽
機
能
は
、
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
説
得
機
能
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し

か
し
、
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
定
義
は
、
社
会
的
現
実
と
表
象
と
の
歪
曲
・
隠
蔽
関
係
が
、
支
配
権
力
の
正
当
化
の
機
能
に

基
づ
く
こ
と
、
及
び
そ
の
機
能
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の
説
得
機
能
に
基
づ
く
こ
と
を
朋
ら
か
に
す
る
と
は
い
え
、
何
故
社
会
的
現
実
が
表
象
と
い

、
、
、

う
形
で
歪
曲
•
隠
蔽
さ
れ
得
る
の
か
、

リ
ク
ー
ル
が
根
本
的
と
見
な
す
、

因
と
見
な
す
の
は
、
こ
の
両
者
間
の
ズ
レ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
上
か
ら
の
正
当
性
の
要
求
と
下
か
ら
の
正
当
性
の
信
は
、
要
求
の
過
剰
と
い

レ
ま
、

J

{

 

リ
ク
ー

「
剰
余
価
値

s
u
r
p
l
u
s
-
v
a
l
u
e
」
と
呼
び
、
正
当
性
の
要
求
に
見
合

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
機
能
で
あ
る
、

と
考
え
る

(IU.
2
0
1
)
。
こ
こ
で

そ
の
要
求
と
信
と
の
内
実
を
な
す
言
語
の
機
能
か
ら
成
る
。
信
を
余
分

リ
ク
ー
ル
は
、
そ
れ
を
、
隠
喩
、

ア
イ
ロ
ニ
ー
等
の
文
彩

figures
や
転
義

t
r
o
p
e
s

か
ら
な
る
レ

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
第
三
の
定
義
で
あ
る
。

そ
れ
ら
が
も
た
ら
す
意
味
論
的
革
新
に
よ
っ
て
、
現
実
を
発
見

と
指
摘
す
る
。
支

つ
ま
り
社
会
的
現
実
と
表
象
の
結
び
付
き
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
を
説
明
す
る
の
が
、
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「
想
像
的
な
も
の
が
我
々
と
世
界
と
の
関

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
第
二
の
レ
ヴ
ェ
ル
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
機
能
を
、
被
支
配
者
の
側
の
正
当
性
の
信
に
対
し
て
支
配
権
力
の
側
の
そ
の

要
求
の
過
剰
を
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
に
見
、

ま
た
、
そ
の
埋
め
合
わ
せ
を
、
文
彩
や
転
義
か
ら
な
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
説
得
に
求
め
る
。

正
当
化
の
機
能
が
そ
れ
を
補
お
う
と
す
る
信
の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

言
述
の
規
範
的
働
き
」

(
T
A
.
3
8
3
)
、

「
動
機
づ
け
の
規
範
的
過
程
」

(IU.
2
0
2
)
 

本
的
機
能
と
見
な
す
の
は
、
行
動
の
動
機
づ
け
に
関
し
て
言
述
を
規
範
と
し
て
構
成
す
る
働
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

「
命
令

i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
s
」
に
先
立
っ
て
、
諸
個
人
の
行
動
を
相
互
に
意
味
づ
け
、
こ
れ
を
通
し
て
彼
ら
を
統
合
す
る

在
性
が
社
会
的
現
実
の
内
実
を
な
す
点
で
あ
る
。

で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

リ
ク
ー
ル
は
言
う
、

そ
の
社
会
性
故
に
、
既
に
想
像
的
な
も
の
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
、

こ
の
先
在
す
る
信
を
「
行
動
と
混
合
し
た

リ
ク
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
実

現
実
的
活
動
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
」

(
T
A
.
2
3
1
)

。

と
定
義
さ
れ
る
よ
う
に
、
想
像
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
想
像
界
を
離
れ
て
社
会
的
現
実
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
現
実
は
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
リ
ク
ー
ル
が
社
会
の
現
実
性
を
想
像
性
と
し
て
捉
え
る
の
は
、
現
実
と
想
像
界
と
を
対
立
さ
せ
る
考
え
方
、

つ
ま
り
現
実
と

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
対
立
さ
せ
る
立
場
に
対
す
る
批
判
か
ら
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
、
こ
の
対
立
関
係
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
事
実
問
題
と
し
て

も
、
理
論
上
の
問
題
と
し
て
も
成
立
不
可
能
と
考
え
る
。
事
実
問
題
と
し
て
リ
ク
ー
ル
は
言
う
、

係
を
構
成
し
て
い
る
。
…
…
事
実
上
は
、
我
々
は
、
決
し
て
、
…
…
所
謂
実
存
条
件
と
直
接
的
に
関
係
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
実
存
条
件

は
、
何
ら
か
の
仕
方
で
表
象
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
自
ら
の
痕
跡
を
、
動
機
づ
け
の
場
の
中
に
、
我
々
の
イ
メ
ー
ジ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
、
そ

integrer
「
正
当
な
る
秩
序

o
r
d
r
e
」

(IU.
1
8
8
)
 

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
或
る
種
の
規
範

n
o
r
m
e

確
か
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
社
会
的
想
像
界

「
本
当
は
、
前
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
あ
る
い
は
非
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な

は
、
根
本
的
に
は
、

の
内
に
見
い
だ
す
。
リ
ク
ー
ル
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
根

レ
ま
、

ー
Iù

リ
ク
ー

の
先
在
を
想
定
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
支
配
の
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己
正
当
化
と
い
う
支
配
の
特
殊
的
な
機
能
と
結
び
付
く
時
に
、

そ
の
想
像
力
が
二
次
的
に
歪
曲
・
隠
蔽
機
能
と
し
て
働
く
、

想
像
力
に
よ
る
こ
の
行
動
の
象
徴
的
媒
介
構
造
が
権
力
の
自

リクールにおける象徴概念の検討

う
し
て
我
々
の
世
界
表
象
の
中
に
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(IU.
1
4
5
)

。

接
的
な
も
の
で
は
な
く
、
表
象
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
想
像
的
な
関
係
で
あ
る
、
そ
れ
故
、

対
立
関
係
に
置
か
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
訳
で
あ
る
。
ま
た
理
論
上
の
問
題
と
し
て
リ
ク
ー
ル
は
言
う
、

内
存
在
の
一
次
的
な
想
像
的
構
造
と
い
う
も
の
が
最
初
に
な
か
っ
た
ら
、
歪
曲
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
」

(
i
b
i
d
.
)
。
つ
ま
り
、
現
実
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
想
像
的
性
格
か
ら
分
離
し
て
、
現
実
の
存
在
性
格
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
存
在
性
格

と
の
間
に
質
的
な
相
違
を
想
定
す
る
な
ら
、
両
者
問
に
は
ど
ん
な
関
係
性
も
成
立
し
得
な
い
か
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
歪
曲
関
係
を

言
う
こ
と
自
体
が
不
可
能
と
な
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
実
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
関
係
を
、
事
実
的
に
も
、
理
論

的
に
も
不
可
能
な
関
係
と
捉
え
る
リ
ク
ー
ル
に
お
い
て
は
、
歪
曲
機
能
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ
る
の
は
、
現
実
で
は

な
く
、
現
実
と
我
々
と
の
想
像
的
な
関
係
で
あ
り

(IU.
1
4
4
)

、

会
的
現
実
に
お
け
る
想
像
的
関
係
な
の
で
あ
る
。
社
会
的
現
実
が
、
歪
曲
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
表
象
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と

が
で
き
る
の
も
、
そ
れ
は
、
社
会
的
現
実
が
想
像
力
に
よ
っ
て
既
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
リ
ク
ー
ル
は
言
う
、

「
想
像
力
に
つ
い
て
二
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
導
入
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、

従
っ
て
一
次
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
あ
る
」

(IU.
1
4
5
)

。

こ
う
し
て
、

根
本
的
機
能
、

す
る
想
像
力
の
働
き
を
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
想
像
的
と
い
う
存
在
性
格
と

「
万
一
、
歪
曲
の
下
に
あ
る
世
界

ひ
と
つ
は
歪
曲
す
る
レ
ヴ
ェ
ル
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
歪
曲
さ
れ
る

リ
ク
ー
ル
は
、
想
像
的
な
も
の
の
内
部
で
、
歪
曲
さ
れ
る
も
の
と
歪
曲
す
る
も
の
と
を
区
分
し
、
特
に
、

「
行
動
の
象
徴
的
媒
介
」
と
呼
び

(IU.
2
5
8
)

、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

つ
ま
り
社
会
的
現
実
を
想
像
的
関
係
と
し
て
構
成
す
る
働
き
、
即
ち
行
動
の
動
機
づ
け
に
関
し
て
言
述
を
規
範
と
し
て
構
成

と
考
え
る

つ
ま
り
根
本
的
な
意
味
で
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
社

つ
ま
り
、

事
実
問
題
と
し
て
、
現
実
と
の
関
係
は
、
直



支
配
の
正
当
化
機
能
を
介
し
て
、
歪
曲
•
隠
蔽
機
能
と
象
徴
的
媒
介
機
能
と
に
階
層
化
し
、
こ

れ
に
よ
っ
て
、
社
会
性
の
根
底
に
象
徴
性
を
見
い
だ
す
リ
ク
ー
ル
は
、
こ
の
点
で
、

レ
ヴ
ィ
1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
に
賛
同
し
て
、

社
会
性
の
結
果
な
の
で
は
な
く
て
、
社
会
性
が
象
徴
体
系
の
結
果
で
あ
る
」

(
T
A
.
2
3
0
)
 

と
言
っ
て
い
る
。

＊
リ
ク
ー
ル
に
お
い
て
、
行
動
の
象
徴
的
媒
介
構
造
と
し
て
社
会
的
現
実
を
構
成
す
る
想
像
力
が
、
同
時
に
、
予
断
I
I

通
俗
性
と
し
て
歪
曲
•
隠
蔽
機

能
を
も
も
つ
、
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
実
は
、
後
で
述
べ
る
、
そ
の
象
徴
的
媒
介
構
造
の
時
間
的
な
両
義
性
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
漸
進
性
と
共
に

そ
の
象
徴
的
媒
介
構
造
自
体
が
既
に
も
っ
て
い
る
退
行
性
と
い
う
時
間
的
契
機
故
に
、
権
力
の
自
己
正
当
化
に
よ
る
歪
曲
•
隠
蔽
機
能
が
、
「
惰
性

i
n
e
r
t
i
e
、
遅
滞
r
e
t
a
r
d
」
と
し
て
介
入
し
得
る
の
で
あ
る

(
T
A
.
3
0
9
)

。
換
言
す
れ
ば
、
象
徴
的
媒
介
構
造
自
体
に
「
惰
性
、
遅
滞
」
と
い
う
退
行

的
な
時
間
契
機
が
内
在
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
歪
曲
•
隠
蔽
機
能
も
稼
働
し
得
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
リ
ク
ー
ル
の
考
え
方
に
見
い
だ
せ
る
枠
組
み
は
、
歪
曲
さ
れ
る
も
の
と
歪
曲
す
る
も
の
と
の
二
分
法
で
あ
る
。
こ
の
二
分
法
は
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
社
会
的
想
像
界
の
内
部
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

て
区
分
さ
れ
た
、
予
断
II
通
俗
性
に
よ
る
解
釈
と
事
柄
そ
の
も
の
の
前
了
解
に
よ
る
解
釈
の
問
題
に
関
係
す
る
。
歪
曲
さ
れ
る
も
の
と
は
、

社
会
的
現
実
を
構
成
す
る
想
像
的
関
係
で
あ
り
、
行
動
の
象
徴
的
構
造
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
も
の
に
よ
る
前
了
解
が
生
じ
て
く
る
場
で
あ
る
。
逆
に
、
歪
曲
す
る
も
の
と
は
、

剰
な
正
当
性
の
要
求
と
釣
り
合
わ
さ
れ
た
信
で
あ
り
、

換
言
す
れ
ば
、

レ
ま
、

ノ

'u

リ
ク
ー

し
か
し
、
そ
の
意
味
は
、
存
在
の
意
味
の
解
明
に
お
い

そ
れ
は
、
存
在
の
意
味
の
解
釈
に
関
し
て
事
柄

レ
ト
リ
ッ
ク
の
説
得
機
能
に
よ
っ
て
支
配
権
力
の
過

つ
ま
り
速
断
や
先
入
見
か
ら
な
る
予
断
lI通
俗
的
な
観
念
の
も
つ
信
に
外
な
ら
な
い
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
支
配
の
正
当
化
機
能
を
介
し
た
象
徴
的
媒
介
機
能
と
歪
曲
•
隠
蔽
機
能
と
に
階
層
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
性
に
関
し
て
、
規
範
を
構
成
す
る
根
本
的
な
社
会
性
と
、
そ
れ
に
対
し
て
歪
曲
•
隠
薇
と
し
て
働
く
社
会
性
と
を

区
分
し
、
こ
の
区
分
に
よ
っ
て
、
存
在
の
意
味
の
解
釈
に
関
し
て
、
歪
曲
•
隠
蔽
機
能
と
し
て
働
く
予
断I
I

通
俗
性
に
対
し
て
、
事
柄
そ
の

も
の
に
よ
る
前
了
解
が
生
じ
て
く
る
場
と
し
て
の
象
徴
性
を
取
り
出
す
の
で
あ
る
。

＊
 

3
8
(
T
A
.
 310)
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
機
能
を
、

「
象
徴
体
系
が
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顧
み
れ
ば
、

象
徴
の
時
間
的
対
立
構
造

リ
ク
ー
ル
は
、
存
在
の
意
味
の
解
明
に
お
い
て
、
速
断
や
先
入
見
に
よ
る
予
断
と
事
柄
そ
の
も
の
に
よ
る
前
了
解
と
の
区
別

と
い
う
認
識
論
的
問
題
か
ら
始
め
、
そ
の
問
題
を
論
じ
る

1

一
分
法
的
枠
組
み
と
し
て
、
科
学
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
二
分
法
も
、
個
体
性
と
社

会
性
の

1

一
分
法
も
、
そ
し
て
現
実
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
二
分
法
も
斥
け
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
機
能
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
想
像
的
な
も

の
の
内
部
で
社
会
性
を
階
層
化
し
、
こ
の
階
層
化
に
お
い
て
通
俗
性
と
象
徴
性
の
二
分
法
を
採
り
、
存
在
の
意
味
の
解
釈
に
関
し
て
、

前
了
解
の
場
と
し
て
、
想
像
力
に
よ
る
「
行
動
の
象
徴
的
媒
介
」
と
い
う
そ
の
象
徴
的
構
造
を
取
り
出
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
予
断
と
前
了

解
と
の
区
別
と
い
う
認
識
論
的
問
題
を
論
じ
る
た
め
に
、
通
俗
性
と
象
徴
性
の
区
別
と
い
う
二
分
法
的
枠
組
み
が
採
ら
れ
た
訳
で
あ
る
。
存

在
の
意
味
の
解
釈
に
関
し
て
事
柄
そ
の
も
の
に
よ
る
前
了
解
が
生
じ
て
く
る
場
と
し
て
、
こ
う
し
た
象
徴
的
媒
介
構
造
を
取
り
出
す
こ
と
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
了
解
の
存
在
論
に
お
い
て
取
り
出
さ
れ
た
存
在
の
意
味
の
時
間
構
造
に
、
社
会
的
意
味
を
含
ま
せ
る
こ
と
を
結
果
す
る
。

ま
り
、
前
了
解
の
場
と
し
て
象
徴
性
を
取
り
出
す
こ
と
は
、
存
在
を
「
共
存
在

M
i
t
s
e
i
n
」
と
の
関
係
で
取
り
扱
い
、

る
時
間
性
と
い
う
意
味
を
社
会
性
と
の
関
係
で
取
り
扱
う
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

そ
の
存
在
規
定
で
あ

な
ら
、
死
へ
の
存
在
に
よ
っ
て
甚
本
的
に
私
有
化
さ
れ
た
時
間
性
か
ら
、
…
…
歴
史
学
が
要
求
す
る
公
共
の
時
間
へ
と
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
こ
の
難
点
を
看
破
し
つ
つ
、

そ
の

ど
の
よ
う
に
移
行

リ
ク
ー
ル
は
、
存
在
の
意
味

の
前
了
解
が
生
じ
て
く
る
場
と
し
て
の
象
徴
性
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
存
在
の
意
味
を
社
会
性
と
の
関
係
で
取
り
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
あ
く
ま
で
も
認
識
論
的
に
問
題
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
リ
ク
ー
ル
に
お
い
て
、
根
本
的
社
会
性
と
し
て
取
り
出
さ
れ
た
こ
の
前
了
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
」

(
T
R
.
I
 

1
2
8
)

、

「
最
も
根
本
的
な
時
間
性
が
死
の
刻
印
を
帯
び
て
い
る つ
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関
す
る
前
了
解
の
象
徴
的
構
造
の
両
義
性
と
は
、
解
釈
を
方
向
づ
け
る
、

の
象
徴
的
媒
介
構
造
は
、
存
在
の
意
味
の
時
間
構
造
の
社
会
性
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、

ま
ず
、
象
徴
概
念
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
暫
定
的
に
そ
の
二
分
法
的
枠
組
み
を
見
定
め
よ
う
。
こ
こ
で
、

媒
介
」
と
言
う
の
は
、
象
徴
の
も
つ
両
義
性
か
ら
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
に
と
っ
て
、
象
徴
と
は
、
そ
の
意
味
論
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
二
重

の
意
味
を
も
つ
。

つ
ま
り
「
直
接
的
、

一
次
的
、
字
義
的
意
味
」
と
、

「
言
語
の
実
体
化
」

(
C
I
.
2
0
)

に
行
き
着
く
と
考
え

ど
の
よ
う
な
二
分
法
的
枠
組
み
の
中
で
捉
え
ら
れ

リ
ク
ー
ル
が
「
象
徴
的

喩
的
意
味
」

(
C
L
1
6
)

で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
意
味
論
的
レ
ヴ
ェ
ル
を
経
由
す
る
こ
と
は
、
方
法
論
的
転
回
上
不
可
避
で
は

あ
る
が
、
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
留
ま
る
こ
と
は
、
結
局
は
言
語
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
、

ら
れ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

ク
ー
ル
は
言
う
。
象
徴
的
媒
介
の
構
造
と
い
う
形
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
象
徴
の
両
義
性
は
、
意
味
論
的
レ
ヴ
ェ
ル
内
の
こ
の
両
義
性
で
は

な
く
、
象
徴
と
実
存
と
の
参
照
関
係
r
e
f
e
r
e
n
c
e
の
両
義
性
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
、
こ
の
実
存
を
、

と
呼
び
、
ま
た
そ
の
テ
ロ
ス
ヘ
の
関
係
か
ら
「
努
力
」
と
呼
ん
で
い
る

(
C
l
.
2
4
)

。
た
だ
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
参
照
関
係
は

あ
く
ま
で
も
解
釈
に
よ
っ
て
仕
上
げ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
存
が
「
欲
望
」
と
「
努
力
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
は
、
解
釈
作

業
を
介
し
た
「
解
釈
さ
れ
た
存
在
」
と
し
て
で
あ
る

(
C
I
.
2
5
)

。
そ
れ
故
、
象
徴
と
解
釈
の
こ
の
相
関
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
存
在
の
意
味
に

い
う
時
間
的
な
参
照
関
係
の
両
義
性
な
の
で
あ
る
。
想
像
力
に
よ
る
「
行
動
の
象
徴
的
媒
介
」
と
は
、
従
っ
て
、
解
釈
と
い
う
場
で
生
じ
る

行
動
の
退
行
性
と
漸
進
性
と
の
時
間
的
媒
介
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
、
行
動
の
象
徴
的
媒
介
を
探
究
す
る
た
め
に
、
暫
定
的
に
、
時
間
的
な

枠
組
み
と
し
て
、
退
行
性
と
漸
進
性
の
二
分
法
を
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
問
題
と
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
二
分
法
の
社
会
的

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
言
語
自
身
は
、
意
味
的
な
場
で
あ
る
限
り
で
、
実
存
へ
と
参
照
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
」

(ibid.)
、
と
リ

ア
ル
ケ
ー
ヘ
の
関
係
か
ら
「
欲
望
」

「
退
行
的
ー
漸
進
的

r
e
g
r
e
s
s
i
f
s
-
p
r
o
g
r
e
s
s
i
f
s
」
(
C
I
.
4
7
8
)

と

「
こ
の
意
味
を
通
し
て
理
解
さ
れ
得
る
別
の
間
接
的
、
二
次
的
、
比
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vrai
」
と
い
う
形
で
の
「
真
理
へ
の
要
求
」

で
あ
る
。

蔽
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
真
実
ら
し
さ
」
を
説
く
限
り
で
、

そ
れ
は
、

「
真
と
思
う

t
e
n
i
r
-
p
o
u
r
-

レ
ト
リ
ッ
ク
の
説
得
機
能
に
基
づ
い
て
、
社
会
的
現
実
を
歪
曲
•
隠

「
い
わ
ゆ
る
伝
統
」

て
の
「
既
に
言
わ
れ
た
事
柄
」
の
「
意
味
の
提
示
」

す
る
。

ヴ
ェ
ル
が
あ
る
。

伝
統
と
い
う
概
念
に
は
、

意
味
で
あ
る
。

で
あ
り
、

リ
ク
ー
ル
は
、
伝
統
概
念
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
観
点
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
機
能
を
捉
え
返
す
。
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、

統
性
は
、
歴
史
の
作
用
と
我
々
の
〈
過
去
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
こ
と
〉

達
さ
れ
た
内
容
か
ら
成
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
受
け
取
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
遺
産
を
、
象
徴
性
の
秩
序
の
中
に
、
潜
在
的
に
は
、
言
語
的
で
テ

、

、

、

、

、

、

、

、

キ
ス
ト
的
次
元
の
中
に
位
置
づ
け
る
。
そ
の
資
格
で
、
諸
伝
統
は
、
意
味
の
提
起
で
あ
る
。
⑥
い
わ
ゆ
る
伝
統
は
、
正
当
性
の
審
級
と
し
て
、

論
争
の
公
的
空
間
に
お
け
る
議
論
に
提
示
さ
れ
る
真
理
へ
の
要
求
（
真
と
思
う
）
を
指
す
」

(
T
R
.

III 3
2
8
)

。
伝
統
概
念
の
こ
の
区
別
を
、

先
程
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
機
能
の
区
別
と
関
係
づ
け
る
な
ら
、
ま
ず
、

ま
た
、

に
相
当
す
る
。

つ
ま
り
、

つ
ま
り
、

「
伝
統
性

la
traditionalite, 
諸
伝
統

!es
traditions, 
い
わ
ゆ
る
伝
統

la
tradition
」
と
い
う
三
つ
の
レ

「
①
伝
統
性
と
は
、
過
去
の
受
容
の
連
続
性
を
確
実
に
す
る
連
鎖
の
形
式
的
様
式
を
指
す
。
こ
の
資
格
で
、
伝

と
の
相
互
性
を
指
す
。
③
諸
伝
統
は
、
意
味
の
媒
体
と
し
て
伝

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
象
徴
的
媒
介
機
能
は
、
③
の
「
諸
伝
統
」
に
相
当

つ
ま
り
、
そ
の
機
能
が
、
行
動
の
動
機
づ
け
に
関
し
て
言
述
を
規
範
と
し
て
構
成
す
る
限
り
で
、
そ
れ
は
、
伝
達
さ
れ
た
も
の
と
し

「
伝
統
ー
伝
達
の
言
語
的
構
造
へ
の
訴
え
か
け
」

(
T
R
.

III 3
2
1
)
 

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
歪
曲
•
隠
蔽
機
能
と
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
支
配
権
力
の
自
己
正
当
化
の
機
能
と
は
、
共
に
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
支
配
の
自
己
正
当
化
が
、

「
正
当
性
の
審
級
」
と
し
て
機
能
し
、

で
あ
る
。

象
徴
の
時
間
的
枠
組
み
を
知
る
上
で
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
、
い
の
「
伝
統
性
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
対
応
す
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
機
能
を
も
た
な
い
。
そ
れ
は
、
我
々
が
蒙
る

souffrir
歴
史
の
作
用
と
我
々
が
働
き
か
け
る

a
g
i
r
歴
史
の
受
容
と
の
緊
張
関
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＊ 

残
る
問
題
は
、

係
を
指
す
形
式
的
概
念
で
あ
る
。
こ
こ
で
形
式
的
と
は
、
意
味
の
提
示
と
し
て
の
③
「
諸
伝
統
」
の
意
味
内
容
の
実
質
性
を
捉
え
る
た
め
の

概
念
枠
で
あ
る

(
T
R
.

III 3
2
2
)

。

で
重
要
と
な
る
の
は
、
こ
の
概
念
が
意
味
す
る
、
我
々
が
蒙
る
歴
史
の
作
用
と
我
々
が
働
き
か
け
る
歴
史
の
受
容
と
の
緊
張
関
係
で
あ
る
。

リ
ク
ー
ル
は
、
こ
の
蒙
る
局
面
を
「
帰
属
性

a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
c
e
」
と
呼
び
、
慟
き
か
け
る
局
面
を
「
疎
隔
性

distanciation
」
と
呼
ぶ

(
T
R
.

III 
3
1
7
 
T
A
.
 5
1
)

。

の
「
諸
伝
統
」
を
捉
え
る
た
め
の
二
分
法
で
あ
る
。
従
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の
中
で
、

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
機
能
を
も
た
な
い
の
は
、
そ
の
概
念
が
、
正
し
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の
時
間
的
枠
組
み
を
成
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
象
徴
的
媒
介
構
造
を
捉
え
る
時
間
的
枠
組
み
に
関
し
て
、
退
行
性
と
漸
進
性
と
い
う
暫
定
的
な
二
分
法
は
、

我
々
が
蒙
る
歴
史
の
作
用
と
我
々
が
働
き
か
け
る
歴
史
の
受
容
と
の
二
分
法
、
す
な
わ
ち
「
帰
属
性
」
と
「
疎
隔
性
」
の
二
分
法
と
し
て
社

会
的
意
味
を
も
つ
、

と
言
え
よ
う
。

「
帰
属
性
」
と
「
疎
隔
性
」
の
二
分
法
、
こ
れ
が
、
意
味
の
提
示
と
し
て

リ
ク
ー
ル
は
、
存
在
の
意
味
の
解
明
に
お
い
て
、
予
断
と
前
了
解
と
の
区
別
と
い
う
認
識
論
的
問
題
を
論
じ
る
た
め
に
、
通
俗
性
と
象
徴

性
と
い
う
二
分
法
的
枠
組
み
を
採
り
、
更
に
根
本
的
社
会
性
で
あ
る
こ
の
象
徴
性
を
論
じ
る
た
め
に
、
伝
統
と
の
関
係
で
、

「
疎
隔
性
」
と
い
う
対
立
的
な
時
問
的
枠
組
み
を
採
る
。
象
徴
性
の
時
間
性
に
関
す
る
、
「
諸
伝
統
」
あ
る
い
は
「
い
わ
ゆ
る
伝
統
」
を
蒙

る
「
帰
属
性
」
と
、
そ
う
し
た
伝
統
を
受
容
す
る
「
疎
隔
性
」
と
の
二
分
法
が
、

＊
 

さ
れ
る
認
識
論
的
枠
組
み
な
の
で
あ
る
。

こ
の
象
徴
性
の
媒
介
の
構
造
で
あ
る
。
こ
の
媒
介
の
問
題
は
、

つ
ま
り
蒙
る
と
慟
き
か
け
る
の
二
分
法
、

リ
ク
ー
ル
の
方
法
論
的
転
回
に
お
い
て
、
最
終
的
に
想
定

既
に
述
べ
た
よ
う
に
拙
論
で
は
論
じ
得
な
い
が
、

「
帰
属
性
」
と

テ
キ
ス
ト
解
釈

「
伝
統
性
」
の
概
念
が
、
こ
れ
に
相
当
す
る
イ

(TR. 
III 3
1
8
)

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

J

の
「
伝
統
性
」
と
は
、

「
諸
伝
統
」
を
捉
え
る
た
め
の
超
越
論
的
枠
組
み
に
外
な
ら
な
い
。

リ
ク
ー
ル
は
端
的
に
、

「
伝
統
性
」
は
歴
史
的
思
考
の
超
越
論
的
次
元
で
あ
る
、

J
 
>
 J
 

と
述
べ
て
い
る
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の
自
己
正
当
化
に
よ
る
歪
曲
•
隠
蔽
機
能
と
、
社
会
的
現
実
の
構
成
機
能
と
は
、

つ
ま
り
通
俗
性
と
象
徴
性
の
区
別
に
お
け
る
象
徴
性
の
先
在
性
は
、
認
識
論
上
論
理
的
に
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、

存
在
論
上
時
間
的
に
は
、
抽
象
的
で
し
か
な
く
、

そ
れ
故
、
存
在
の
意
味
の
解
釈
に
関
し
て
予
断
に
よ
る
解
釈
の
系
と
そ
の
事
柄
そ
の
も
の

つ
ま
り
予
断
の
境
界
画
定
と
し
て
の
批
判
も
抽
象
的
で
あ
る
に
留
ま
る
。
だ
が
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
よ
う
に
予
断
の
批
判
が
西
洋
の
哲
学
史
上
の
形
而
上
学
批
判
に
と
っ
て
替
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
、

厳
密
な
認
識
論
的
な
批
判
が
間
接
的
に
し
か
問
題
と
な
ら
な
い
よ
う
な
存
在
論
的
解
釈
学

(
T
A
.
3
6
4
)
 

す
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
批
判
の
も
つ
抽
象
性
を
指
摘
し
、

て
「
自
己
自
身
の
言
表
に
自
己
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
自
身
が
破
産
す
る
こ
と
」

(
T
R
.

III 3
2
6
)

、

っ
て
重
要
な
の
は
、

の
前
了
解
に
よ
る
解
釈
の
系
と
の
区
別
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

だ
と
す
れ
ば
、

「
時
間
的
に
」
は
、

の
批
判
的
解
釈
学
の
も
つ
抽
象
性
を
知
ら
な
い
訳
で
は
な
い
。

そ
こ
か
ら
こ
の
抽
象
性
の
も
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
口
実
に
し

「
時
間
的
に
」
は
、

こ
の
こ
と
か
ら
身
を
守
る
こ

に
認
識
論
的
批
判
の
契
機
を
導
入

リ
ク
ー
ル
に
と

ど
ち
ら
が
先
立
つ
か
決
定
で
き
な
い

が
、
行
動
の
象
徴
的
構
造
つ
ま
り
「
諸
伝
統
」
の
も
つ
「
疎
隔
性
」
の
契
機
に
よ
っ
て
、
正
し
く
こ
の
象
徴
的
構
造
II
「
諸
伝
統
」
の
可
読
性
lisibi-

lite

の
増
加
を
可
能
に
し

(
T
R
.

III 2
6
3
)
、
こ
の
可
読
性
の
増
減
に
よ
っ
て
、
自
己
理
解
に
肯
定
性

(II
「
で
あ
る
」
）
と
否
定
性

(II
「
で
な
い
」
）

と
い
う
緊
張
関
係
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

確
か
に
、
こ
の
よ
う
に
認
識
論
的
枠
組
み
に
固
執
す
る
リ
ク
ー
ル
の
方
法
論
的
転
回
は
、
抽
象
性
を
免
れ
な
い
。

「
諸
伝
統
」
と
「
い
わ
ゆ
る
伝
統
」
の
区
別
に
つ
い
て
、

れ
は
抽
象
化
の
結
果
で
し
か
な
く
、
実
際
に
は
、
「
ど
の
よ
う
な
意
味
の
提
示
も
、
同
時
に
真
理
へ
の
要
求
な
の
で
あ
る
」

(
T
R
.

III 3
2
2
)
 

と
言
う
。
こ
こ
か
ら
明
確
に
な
る
の
は
、
先
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の
抽
象
性
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
成
機
能
（
象
徴

的
媒
介
機
能
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
時
間
的
に
で
は
な
い
に
し
て
も
論
理
的
に
」
歪
曲
•
隠
蔽
機
能
に
先
立
つ
、

「
諸
伝
統
」
が
「
い
わ
ゆ
る
伝
統
」
に
先
立
つ
と
は
言
え
な
い
以
上
、

リ
ク
ー
ル
自
身
、
自
己

レ
ま
、
そ

J

'し`

リ
ク
ー

と
言
う

(
I
U
・
1
8
2
)
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
け
る
権
力
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と
で
も
あ
る
。
確
か
に
、
時
間
的
に
は
「
諸
伝
統
」
も
「
い
わ
ゆ
る
伝
統
」
も
区
別
で
き
ず
、
従
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
、
権
力
の

自
己
正
当
化
に
よ
る
歪
曲
•
隠
蔽
機
能
と
象
徴
的
媒
介
構
造
と
は
区
別
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、

と
思
う
」
を
統
制
す
る
「
主
導
理
念
J

(
T
R
.
 

III 3
2
8
)
 

も
た
な
い
解
放
の
企
図
は
空
虚
で
あ
る
」

(IU.
2
3
7
)
 

で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
区
別
の
不
可
能
性
は
、
認
識
批
判
以
前
の
区
別
に

と
言
う
。
ま
た
「
第
二
の
素
朴
さ
は
第
一
の
素
朴
さ
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
、
批
判

後
で
あ
っ
て
、
批
判
前
で
は
な
い
。
そ
れ
は
博
学
な
素
朴
さ
な
の
で
あ
る
」

(
D
I
.
4
7
8
)
 

と
も
言
う
。
こ
こ
に
、
存
在
の
意
味
の
解
明
に
関

し
て
、
抽
象
性
を
代
償
と
し
な
が
ら
も
、
解
釈
の
認
識
論
と
い
う
迂
回
に
「
含
ま
れ
た
存
在
論
」

(
C
l
.
2
3
)

を
企
図
す
る
リ
ク
ー
ル
の
解
釈

注L
e
 conflit 
d
e
s
 i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
s
:
 
essais 
d
'
h
e
r
m
c
n
e
u
t
i
q
u
e
 
(Seuil, 
1
9
6
9
)
 
C
I
と
酪
f
B
i

D
u
 texte 
a
 !'action: 
E
s
s
a
i
s
 d
'
h
e
r
m
c
n
e
u
t
i
q
u
e
,
 
II 
(
E
s
p
r
i
t
/
S
e
u
i
l
,
 
1
9
8
6
)
 
T
A
と
認
f
手
i

L
e
c
t
u
r
e
 o
n
 i
d
e
o
l
o
g
y
 
a
n
d
 u
t
o
p
i
a
 
(
C
o
l
o
m
b
i
a
 U
P
,
 1
9
8
6
)
 
I
U

と
略
記

L
a
m
d
t
a
p
ざ
re
v
i
v
e
 
(Seuil, 
1
9
7
5
)
 

M
V
と
略
記

D
e
 ['interpretation: 
e
s
s
a
i
 
s
u
r
 F
r
e
u
d
 (Seuil, 1
9
6
5
)
 
D
I

と
略
記

T
e
m
p
s
 et 
rccit 
I
 
`
I
I
I
(
S
e
u
i
l
,
 1
9
8
3
,
 
1
9
8
5
)
 
T
R
.
 I, 
T
R
.
 
III

と
政
『

B
i

学
の
境
位
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

対
す
る
盲
目
性
で
は
な
い
。
カ
ソ
ト
に
倣
っ
て
、

レ
ま
、

l
'
u
`
 

リ
ク
ー

（
大
阪
外
国
語
大
学
非
常
勤
講
師
）

「
解
放
の
企
図
を
も
た
な
い
解
釈
学
は
盲
目
で
あ
る
が
、
歴
史
的
経
験
を

「
真
理
へ
の
要
求
」
は
、
認
識
論
上
、

「
真




