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P
・
A
・
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
社
会
文
化

シ
ス
テ
ム
論

　
　
　
『
社
会
的
■
文
化
的
動
学
』
の
統
合
主
義
的
世
界
観
－

は
じ
め
に

吉
　
野

浩
　
司

　
一
九
三
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
て
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
文

化
研
究
、
わ
け
て
も
文
化
人
類
掌
と
文
化
社
会
学
は
、
個
別
的
な
特
殊
研
究

の
粋
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
可
能
な
か
ぎ
り
広
や
か
な
対
象
を
求
め
る
学
問
態

度
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
文
化
を
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
何
ら
か
の

統
合
原
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
想
定
に
も
と
づ
い
て
そ
れ
は
行

な
わ
れ
て
い
た
（
吉
野
　
二
〇
〇
一
）
。

　
そ
う
し
た
学
聞
的
潮
流
の
な
か
で
、
文
化
を
最
も
雄
大
か
つ
徹
底
的
に
探

求
し
た
ひ
と
り
に
、
ピ
テ
ィ
リ
ム
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ビ
ッ
チ
・
ソ
ロ
ー
キ

ン
（
雪
葦
巨
≧
雲
彗
～
〇
三
〇
＝
ω
昌
0
5
戸
－
O
O
O
O
⑩
⊥
畠
O
O
）
が
い
る
。
厳
密

な
方
法
論
と
、
膨
大
な
統
計
資
料
に
支
え
ら
れ
た
『
社
会
的
・
文
化
的
動

学
』
（
ω
o
『
o
巨
コ
8
彗
⊥
o
芦
以
下
『
動
学
』
と
略
記
）
は
全
四
巻
通
覧
二

千
ぺ
ー
ジ
を
ゆ
う
に
越
え
る
、
同
時
代
で
も
ま
れ
に
み
る
成
果
で
あ
っ
た

（
』
o
巨
段
昌
－
竃
印
＝
†
竃
o
。
）
。
質
最
と
も
に
圧
倒
さ
れ
る
そ
の
偉
観
に

よ
っ
て
も
、
ヴ
ィ
ー
コ
（
o
す
∋
σ
黒
巨
ω
冨
く
ざ
9
－
塞
o
o
ー
ミ
宣
）
、
シ
ュ
ペ

ソ
グ
ラ
ー
（
O
蜆
≦
凹
巨
ω
七
①
目
阻
雪
一
－
o
o
o
o
o
－
お
ω
①
）
、
パ
レ
ー
ト
（
≦
冒
『
＆
o

「
與
『
g
9
－
o
o
心
o
o
⊥
竃
ω
）
、
　
ト
イ
ン
ビ
ー
　
（
＞
；
o
δ
］
o
窒
七
＝
↓
o
く
邑
〕
o
p

轟
o
．
o
－
冨
寄
）
ら
の
歴
史
循
環
の
理
論
を
、
数
量
的
に
実
証
し
て
み
よ
う
と

い
う
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
壮
図
は
う
か
が
え
よ
う
（
ω
o
『
o
5
コ
ー
竃
↓
二
竃
o
。
一
富
o
o

－
さ
－
㌣

　
そ
の
方
法
論
的
基
礎
に
す
え
ら
れ
た
の
が
「
統
合
主
義

（
一
昌
晶
畠
戻
ヨ
）
」
で
あ
る
。
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
著
作
は
す
べ
て
統
合
主
義
の

視
角
か
ら
書
か
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
理
解
を
ぬ
き
に
ソ
ロ
ー
キ
ン
を
語
る

こ
と
は
で
き
な
い
、
　
と
い
う
こ
と
は
フ
ォ
ー
ド
　
（
－
o
ω
名
＝
　
｝
轟
昌
o
o
目

｝
o
a
）
か
つ
と
に
論
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
句
o
a
屋
3
二
竈
①
）
。

　
身
体
感
覚
な
い
し
五
感
を
た
よ
り
に
研
究
対
象
を
取
り
あ
げ
る
調
査
・
そ

し
て
そ
こ
で
の
発
見
の
理
性
に
よ
る
体
系
化
、
こ
れ
ら
は
客
観
性
を
重
ん
じ

る
科
学
か
任
務
と
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ド
が
明
ら
か
に
し
た
よ

う
に
、
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
そ
の
科
学
に
ま
っ
一
」
う
か
ら
対
立
す
る
と
い
う
よ
り

は
、
そ
の
客
観
性
を
支
え
て
い
る
土
台
と
も
い
う
ぺ
き
意
識
に
着
眼
し
た
。

そ
の
意
識
に
映
じ
た
客
体
の
社
会
学
と
で
も
い
う
ぺ
き
も
の
を
ソ
ロ
ー
キ
ソ

は
構
想
し
た
の
で
あ
る
。
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
確
か
に
「
直
観
」
や
「
メ
タ
」
と

い
う
語
彙
を
多
用
す
る
こ
と
で
、
人
の
意
識
に
立
ち
現
れ
て
く
る
世
界
像
を

な
ん
と
か
表
現
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
科
学
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的
発
見
の
「
源
泉
」
を
探
求
す
る
姿
勢
で
あ
っ
て
、
ソ
o
ー
キ
ン
が
対
象
や

真
理
の
神
秘
に
魅
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
　
（
司
o
a
お
霞
g
－
望
）
。
こ
う
し
た
フ
ォ
ー
ド
の
解
釈
を
受
け
継
ぎ
つ

つ
、
本
稿
で
は
『
動
学
』
に
息
づ
く
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
「
統
合
主
義
」
の
意
味

を
探
知
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
い
。

　
本
穂
は
、
以
上
の
よ
う
な
構
想
の
も
と
で
書
か
れ
た
『
動
学
』
の
ほ
ん
の

一
部
分
を
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
意
図
に
そ
く
し
て
祖
述
す
る
こ
と
に
徹
し
た
。
し

か
し
、
た
と
え
ぱ
第
二
章
第
二
節
で
論
じ
る
四
つ
の
分
類
を
、
意
識
の
構
造

論
と
し
て
読
み
替
え
た
よ
う
に
、
本
稿
独
自
の
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
こ
と

も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
統
合
主
義
の
観
点
に
立
つ
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
の
分
類
方
法
は
、
意
識
の
構
造
論
と
し
て
読
ん
だ
ほ
う
が
、
よ

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

り
適
切
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
一
章
『
社
会
的
・
文
化
的
動
学
」

の
目
的

　
そ
れ
で
は
さ
っ
そ
く
、
ソ
ロ
ー
キ
ン
が
社
会
文
化
シ
ス
テ
ム
論
を
統
合
主

義
と
し
て
構
想
し
た
、
『
動
学
』
の
解
釈
に
取
り
嵐
か
っ
て
み
よ
う
。
冒
頭

は
次
の
言
葉
で
か
ざ
ら
れ
て
い
る
。

　
す
ぺ
て
の
文
化
は
ま
る
ご
と
統
合
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
そ

こ
で
は
根
本
的
な
部
分
が
付
随
的
で
は
な
く
、
各
々
か
残
り
の
も
の
と
有

機
的
に
関
連
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
た
ん
に
そ
れ
は
一
緒

に
放
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
以
外
に
は
な
に
も
な
い
、
偶
然
一
緒
に

漂
っ
て
い
る
か
、
空
間
的
隣
接
の
み
で
統
一
し
て
い
る
文
化
の
客
体
、
価

値
、
そ
し
て
特
徴
の
た
だ
の
空
間
的
集
積
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
最
初

の
文
章
に
し
た
が
え
ば
、
そ
れ
で
は
何
が
統
合
原
理
（
℃
ユ
昌
亘
o
o
コ
亨

ε
o
q
『
普
5
目
）
、
す
な
わ
ち
本
質
的
特
徴
の
す
べ
て
が
集
中
す
る
枢
軸
な
の

か
、
な
ぜ
そ
・
つ
し
た
特
徴
か
あ
る
の
か
、
そ
の
特
徴
と
は
何
か
、
今
あ
る

よ
う
な
特
徴
が
生
き
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
二
つ
め
の
文
章

な
ら
ぱ
、
な
ぜ
文
化
の
客
体
と
価
値
の
寄
せ
集
め
（
o
昌
o
q
一
〇
≡
o
冨
巨
昌
）

の
一
種
が
所
定
の
領
域
で
は
起
き
る
の
に
、
別
の
領
域
で
は
違
っ
た
種
類

が
現
れ
る
の
か
。
ど
の
よ
う
に
、
ま
た
な
ぜ
時
間
の
経
過
に
つ
れ
て
あ
る

寄
せ
集
め
は
一
定
方
向
に
動
く
の
に
、
他
の
も
の
は
全
く
別
の
方
向
へ
変

化
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
（
く
o
；
一
ω
）

　
こ
の
一
節
に
は
『
動
学
」
の
課
題
、
そ
し
て
「
統
合
主
義
」
の
主
題
が
あ

ま
す
と
こ
ろ
な
く
呈
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
整
理
す
る
な
ら
、
こ
の

大
冊
が
取
り
扱
っ
た
問
題
は
次
の
二
点
で
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
文
化
の
全
体

を
と
り
ま
と
め
る
統
合
原
理
は
存
在
す
る
の
か
し
な
い
の
か
を
問
う
こ
と
、

も
う
ひ
と
つ
は
統
合
原
理
が
あ
る
な
ら
そ
の
特
徴
を
、
ま
た
な
い
場
合
な
ら

文
化
の
変
化
の
行
方
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
」
う
し
た
問
題
関
心
の
も

と
に
、
ソ
o
ー
キ
ン
は
自
ら
の
「
統
合
主
義
」
の
理
論
、
な
い
し
は
統
合
原

理
を
た
ず
さ
え
て
「
暖
昧
な
問
題
（
監
鼻
肩
O
巨
①
ヨ
）
」
の
解
決
に
乗
り
出

し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
統
合
主
義
や
統
合
原
理
と
は
ど
う
や
っ
て
着
想
さ
れ
た
の
で
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あ
ろ
一
つ
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
統
合
主
義
の
姿
勢
と
は
決
し
て
相
容
れ
る

こ
と
の
な
い
当
時
の
研
究
状
況
を
ソ
ロ
ー
キ
ン
が
批
評
し
て
い
る
部
分
に
ヒ

ン
ト
か
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
「
調
査
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、
部
分
や
有
機
的
特

徴
の
統
合
や
統
一
体
、
あ
る
い
は
相
互
依
存
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
的
確
に
言
い
当
て
て
は
い
な
い
」
（
＜
〇
一
」
一
一
）
と
彼

は
嘆
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
ソ
ロ
i
キ
ン
に
と
っ
て
、
文
化
研
究
に
お
い
て
肝

心
な
こ
と
は
、
「
統
合
の
観
点
か
ら
様
々
な
文
化
的
特
徴
、
特
質
、
な
ら
び

に
複
合
体
の
間
に
あ
る
関
係
の
主
な
形
式
と
は
何
な
の
か
を
説
明
し
、
そ
の

上
で
文
化
統
合
の
そ
れ
ぞ
れ
主
だ
っ
た
意
味
が
何
で
あ
る
か
を
説
明
」

（
き
§
）
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ソ
ロ
ー
キ
ン
が
『
動
学
』
の
壁
頭

で
高
ら
か
に
宣
言
し
て
い
る
の
は
そ
の
こ
と
て
あ
っ
た
o

　
た
だ
し
冒
頭
の
下
り
か
ら
も
察
し
か
つ
く
よ
う
に
、
論
理
の
厳
密
さ
を
重

ん
じ
る
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
論
述
は
い
か
に
も
重
厚
に
感
じ
ら
れ
よ
う
。
と
り
わ

け
文
化
論
理
の
構
築
を
企
て
た
「
序
論
」
は
、
い
さ
さ
か
晦
渋
で
あ
る
。
そ

の
た
め
か
、
従
来
の
ソ
日
ー
キ
ン
研
究
で
は
方
法
を
検
討
し
た
試
み
が
き
わ

め
て
少
な
い
。
し
か
し
フ
ォ
ー
ド
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
難
解
さ

の
一
端
は
、
「
統
合
主
義
」
哲
掌
の
重
要
性
を
解
釈
者
が
理
解
で
き
て
い
な

い
こ
と
に
も
よ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
『
動
学
」
の
真
価
を
見
極
め
る
べ
く
、

そ
の
方
法
論
的
基
礎
に
あ
た
る
第
一
巻
第
一
部
を
「
統
合
主
義
」
の
観
点
か

ら
幾
分
立
ち
入
っ
て
解
説
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ち
な
み
に
『
動
学
』

第
一
章
と
第
二
章
は
、
『
農
村
社
会
学
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
（
－
竃
①

画
　
－
畠
彗
）
　
に
加
筆
が
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
二
篇
に
お
い
て
ソ

ロ
ー
キ
ン
は
、

い
え
よ
う
。

自
ら
の
「
統
合
主
義
」
哲
学
を
全
面
的
に
表
自
し
て
い
る
と

第
二
章
『
社
会
的
・
文
化
的
動
学
」

の
基
礎
理
論

　
第
一
節
第
一
巻
第
一
部
の
構
成

　
さ
て
本
稿
で
は
、
「
統
合
主
義
」
と
い
う
用
語
を
こ
れ
ま
で
不
用
意
に
用

い
て
き
た
が
、
そ
の
内
容
は
い
た
っ
て
単
純
明
快
で
あ
る
。
「
X
と
は
何
か
」

と
問
う
た
時
点
で
、
す
で
に
X
の
存
在
を
感
知
し
て
い
る
と
い
う
議
論
が
あ

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
対
象
を
認
識
す
る
さ
い
に
は
、
認

識
に
先
行
し
て
「
な
に
も
の
か
」
を
す
で
に
感
得
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ソ
ロ
ー
キ
ン
の
「
統
合
主
義
」
哲
学
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
「
な
に
も
の
か
」

に
つ
い
て
の
存
在
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
社
会
学
に
お
い
て
は
普
通
そ
う
し
た
社
会
文
化
現
象
の
背
後
に
あ
る
「
な

に
も
の
か
」
に
関
す
る
議
論
は
回
避
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
ソ

ロ
ー
キ
ン
は
な
に
ゆ
え
に
社
会
問
題
な
り
杜
会
現
象
な
り
の
解
明
に
直
接
取

り
く
ん
で
い
く
こ
と
を
せ
ず
、
こ
の
問
題
拘
泥
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理

由
は
、
様
々
な
論
理
の
中
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
善
悪
や
進
歩
と
い
っ
た
倫
理

的
説
明
に
よ
ら
な
い
厳
密
な
思
考
を
模
索
す
る
中
で
、
事
象
の
分
析
に
先
立

つ
「
な
に
も
の
か
」
の
存
在
の
重
要
性
に
気
づ
い
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

　
　
　
　
＾
2
）

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
問
題
認
識
に
お
い
て
終
始
着
目
さ
れ
て
い
る
の

は
、
文
化
の
「
本
質
的
要
素
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
雑
多
な
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文
化
全
体
か
ら
、
性
質
に
関
係
の
な
い
部
分
を
除
外
し
去
っ
た
残
り
、
す
な

わ
ち
存
在
の
根
源
な
い
し
元
型
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
文

化
の
本
質
的
要
素
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
対
極
を
な
す
「
観
念
」
と
「
感
覚
」
と

い
う
要
素
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
中
間
に
「
理
想
」
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の

要
素
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
は
個
別
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く

同
一
根
源
の
三
側
面
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
認
識
に
先
行
す
る
「
な

に
も
の
か
」
と
さ
き
に
表
現
し
て
い
た
も
の
が
、
こ
の
「
観
念
」
、
「
感
覚
」
、

「
理
想
」
と
い
う
本
質
的
要
素
で
あ
る
。
否
定
的
に
で
は
あ
る
が
、
か
つ
て

マ
ー
ト
ン
は
こ
れ
を
流
出
論
（
o
ヨ
彗
與
巨
昌
庁
ヨ
）
と
評
し
た
（
…
①
ユ
昌

ε
お
一
邦
訳
四
三
五
貢
一
ζ
彗
↓
昌
彗
創
霊
『
g
『
屋
8
）
。
新
プ
ラ
ト
ン
主

義
の
イ
デ
ア
の
よ
う
に
、
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
万
物
か
こ
の
本
質
的
要
素
か
ら
流

れ
出
し
て
で
き
あ
が
っ
て
い
る
も
の
と
仮
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
種
々

雑
多
な
す
ぺ
て
の
実
在
物
の
中
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
本
質
的
要
素
を
浮
か
ひ

上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
か
、
『
動
学
』
の
第
一
巻
第
一
章
の
内
容
で
あ
る
。

さ
ら
に
第
二
章
で
の
主
た
る
課
題
は
、
こ
の
存
在
へ
の
問
い
と
表
裏
一
体
を

な
す
認
識
方
法
の
整
備
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
自
然
科
学
お
よ
び
そ
れ
に
依
拠

す
る
社
会
科
学
と
、
統
合
主
義
的
認
識
論
に
根
ざ
す
ソ
ロ
ー
キ
ン
自
身
の
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
〕

会
学
と
か
比
較
対
照
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
文
化
の
本
質
的
要
素
に
つ
い

て
の
議
論
の
ほ
う
か
ら
噸
に
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
節
　
文
化
統
合
の
諸
形
態

ソ
o
ー
キ
ン
は
社
会
文
化
的
実
在
物
の
位
相
を
、

次
の
4
つ
の
段
階
な
い

し
は
性
質
に
分
別
す
る
こ
と
か
ら
論
を
起
こ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
空
問
的

あ
る
い
は
機
械
的
隣
接
、
外
部
要
因
に
よ
る
連
関
、
因
果
的
あ
る
い
は
機
能

的
統
合
、
な
ら
び
に
内
的
あ
る
い
は
論
理
－
意
昧
的
統
一
体
。

　
一
　
空
間
的
あ
る
い
は
機
械
的
隣
接

　
わ
れ
わ
れ
が
社
会
文
化
全
体
を
見
渡
し
て
、
ま
ず
最
初
に
五
感
を
通
じ
て

感
覚
的
に
知
覚
す
る
の
が
、
「
空
問
的
あ
る
い
は
機
械
的
隣
接
」
で
あ
る
。

便
宜
上
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
よ
う
に
、
文
化
に
も
表
層
か
ら
深
層
へ
の
階
層

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
最
表
層
に
く
る
の
が
、
こ
の
「
空
問
的
あ
る
い
は
機
械

的
隣
接
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
質
的
要
素
で
あ
る
中
心
部
か
ら
離
れ
た
末
端

に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
理
由
て
、
個
々
の
要
素
同
士
の
結
合
が
極
端
に
弱

い
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
人
問
か
感
覚
的
に
知
覚
し
や

す
い
要
素
に
は
、
相
互
の
統
合
が
発
見
し
に
く
い
と
い
う
逆
説
か
成
り
立
つ
。

こ
の
「
空
闇
的
あ
る
い
は
機
械
的
隣
接
」
を
ソ
o
－
キ
ン
は
集
積
の
同
義
語

と
み
な
し
、
「
合
一
の
唯
一
の
紐
帯
と
し
て
の
空
問
的
、
機
械
的
な
同
時
発

生
（
o
昌
；
ヨ
彗
8
）
を
み
せ
る
社
会
的
、
物
理
的
空
間
の
所
定
の
領
域
に

お
け
る
、
文
化
的
要
素
（
客
体
、
特
徴
、
価
値
、
観
念
）
の
何
ら
か
の
寄
せ

集
め
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
（
く
o
；
二
〇
）
。
も
ち
ろ
ん
ソ
ロ
ー
キ
ン

は
、
研
究
対
象
と
し
て
の
「
空
閻
的
あ
る
い
は
機
械
的
隣
接
」
を
重
視
し
て

い
な
い
。
彼
は
こ
れ
を
、
様
々
な
も
の
が
放
置
さ
れ
た
「
ゴ
ミ
捨
て
場
」
、

あ
る
い
は
「
屋
根
裏
部
屋
」
と
い
っ
た
も
の
に
峨
え
て
、
個
々
の
物
体
の
相

互
連
関
の
乏
し
さ
を
比
楡
的
に
表
現
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
い
え
ぱ
、
か
つ
て
人
類
学
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
「
文
化
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領
域
」
や
「
文
化
複
合
体
」
な
ど
の
概
念
か
、
こ
の
空
間
的
隣
接
に
相
当
す

る
。
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
、
こ
れ
ら
統
合
の
程
度
か
弱
い
、
し
た
か
っ
て
本
質
的

要
素
が
見
出
せ
な
い
概
念
を
持
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
領
域
内
の
要
素
や
複

合
体
、
あ
る
い
は
特
徴
の
聞
に
あ
る
関
係
な
ど
は
、
見
つ
か
ら
な
い
し
、
仮

に
あ
っ
た
と
し
て
も
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。
そ

れ
ば
か
り
か
、
こ
の
「
統
合
形
式
の
予
備
的
分
析
の
欠
如
」
か
ら
く
る
錯
誤

に
よ
っ
て
、
「
空
問
的
、
機
械
的
な
分
布
」
、
集
中
の
度
合
い
、
あ
る
い
は

「
要
素
の
出
現
の
頻
度
」
の
調
査
に
ぱ
か
り
没
頭
し
、
い
た
ず
ら
に
相
互
関

係
の
希
薄
な
要
素
を
緒
び
つ
け
る
こ
と
に
目
を
奪
わ
れ
、
肝
心
の
「
機
能
的
、

論
理
的
な
紐
帯
を
注
意
深
く
分
析
し
よ
う
と
は
し
な
い
」
人
類
学
者
の
怠
惰

を
、
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
（
く
o
＝
二
－
）
。
簡
単
に
目

に
つ
き
や
す
い
事
物
に
は
、
そ
の
問
の
統
合
や
相
互
関
係
が
見
つ
け
に
く
い
、

と
い
う
先
ほ
ど
の
逆
説
か
ら
生
じ
る
弊
害
が
こ
れ
で
あ
る
。
文
化
人
類
学
に

お
い
て
「
空
閻
的
あ
る
い
は
機
械
的
隣
接
」
を
議
論
し
た
ウ
ィ
ッ
ス
ラ
ー

（
〇
一
彗
穴
薫
一
色
o
『
二
〇
。
さ
⊥
違
↓
）
は
、
ア
メ
リ
カ
文
化
の
特
質
を
機
械
の

発
明
、
大
衆
教
育
、
お
よ
び
選
挙
権
に
求
め
た
ほ
か
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、

聖
書
崇
拝
、
安
息
日
、
法
典
、
軍
国
主
義
、
な
ら
び
に
商
業
主
義
に
み
と
っ

て
分
析
を
進
め
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
、
上
記
の
要
素
が
す

べ
て
「
独
特
で
」
、
「
典
型
的
で
」
、
し
か
も
統
一
体
の
代
表
で
あ
る
と
す
る

な
ら
、
ゴ
ミ
捨
て
場
で
さ
え
独
特
の
空
問
的
な
統
一
体
を
な
し
て
い
る
で
は

な
い
か
と
、
ウ
ィ
ッ
ス
ラ
ー
に
皮
肉
を
述
べ
て
い
る
（
＜
o
；
＝
1
竃
）
。

　
ソ
ロ
ー
キ
ン
が
文
化
研
究
に
求
め
て
い
た
も
の
は
、
一
」
う
い
っ
た
個
々
の

知
識
の
断
片
の
集
稽
で
は
な
く
、
諸
要
素
が
機
能
的
ま
た
は
内
部
に
お
い
て

統
一
さ
れ
た
複
合
体
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
他
の
特
徴
な
く
し
て
は
列
挙
し
た

特
徴
が
見
出
せ
な
い
ま
で
に
統
合
し
て
い
る
本
質
的
要
素
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
（
吉
野
　
二
〇
〇
一
一
八
四
－
五
頁
）
。

　
二
　
外
部
要
因
に
よ
る
連
関

　
つ
づ
く
「
外
部
要
因
に
よ
る
連
関
」
は
、
層
と
し
て
は
空
問
的
隣
接
と
同

じ
く
表
層
に
位
置
し
て
は
い
る
が
、
若
干
な
が
ら
個
々
の
事
物
が
同
居
す
る

必
然
性
を
感
知
す
る
こ
と
か
で
き
る
。
い
わ
ば
こ
の
「
外
部
要
因
に
よ
る
連

関
」
と
は
、
機
能
的
あ
る
い
は
論
理
的
な
緒
合
こ
そ
は
な
い
が
、
「
外
的
な

共
通
因
子
」
に
よ
り
ひ
と
く
く
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
集
合
の
こ
と
で
あ

る
。
「
祉
会
地
理
学
者
は
地
理
的
状
態
の
観
点
か
ら
、
所
定
の
領
域
の
多
く

の
文
化
的
特
徴
の
統
一
体
を
観
察
」
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
統
一
体
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
〕

「
外
部
要
因
に
よ
る
連
関
」
に
該
当
す
る
（
く
O
＝
二
ω
）
。

　
「
外
部
要
因
に
よ
る
統
一
」
の
例
を
、
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
雪
国
の
生
活
に
求

め
て
考
察
を
進
め
て
い
る
。
雪
国
で
は
、
寒
い
自
然
環
境
と
い
一
つ
外
部
要
因

が
働
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
暖
を
と
る
設
備
、
飲
食
物
、
あ
る
い
は
衣

服
の
種
類
や
性
質
に
、
あ
る
程
度
の
必
然
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
物
に
統
一
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
他
方
、

「
外
部
要
因
に
よ
る
統
一
」
は
、
あ
く
ま
で
も
「
あ
る
程
度
の
必
然
性
」
に

す
ぎ
な
㌧
た
と
え
ば
あ
る
国
て
愛
飲
さ
れ
て
い
る
体
を
温
め
る
ウ
ォ
ソ
カ

は
、
も
し
ラ
ム
酒
を
も
っ
て
代
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
な
ん
ら
支
障
を
き
た

す
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
特
定
の
事
物
と
別
の
事
物
と
の
代
替
が
、
全
く
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も
っ
て
可
能
な
の
で
あ
る
（
く
o
＝
」
㌣
量
）
。
こ
れ
は
統
合
の
程
度
が
、
そ

れ
ほ
ど
強
く
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
三
　
因
栗
的
あ
る
い
は
機
能
的
統
合

　
上
述
の
ふ
た
つ
の
結
合
を
感
得
す
る
よ
り
も
、
も
う
少
し
慎
重
に
考
察
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
発
見
で
き
る
連
関
に
、
「
因
果
的
あ
る
い
は
機
能
的
統
合
」

が
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
科
学
が
経
験
的
因
果
的
方
法
に
よ
っ
て
追
求
し
続
け
て

き
た
統
合
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
周
知
の
様
式
で
あ
ろ
う
。
ソ
ロ
ー
キ
ン
に

よ
れ
ば
、
「
因
果
的
あ
る
い
は
機
能
的
統
合
」
と
は
、
ひ
と
つ
の
因
果
的

（
機
能
的
）
統
一
体
を
な
す
文
化
要
素
の
組
み
合
わ
せ
の
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
た
と
え
ぱ
お
も
ち
ゃ
の
部
晶
が
ま
と
め
て
箱
の
申
に
入
っ
た
ま
ま
だ

と
、
た
だ
の
空
閻
的
隣
接
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
ひ
と
た
び
組
み
立
て
ら
れ

た
な
ら
、
す
ぐ
に
で
も
そ
の
各
部
晶
は
、
構
造
的
、
機
能
的
な
統
一
体
を
形

成
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
」
う
し
た
相
互
に
依
存
し
あ
う
各
部
分
の
全
体
は
、

ね
し
ひ
と
つ
緩
め
た
だ
け
で
、
ま
っ
た
く
作
動
し
な
く
な
る
こ
と
も
十
分
に

あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
「
ど
ん
な
文
化
領
域
に
も
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ

る
特
徴
、
型
、
客
体
、
そ
し
て
価
値
の
全
体
性
、
つ
ま
り
機
能
的
統
合
を
表

し
た
複
合
体
が
つ
ね
に
存
在
し
て
い
る
。
重
要
な
構
成
要
素
ひ
と
つ
の
深
刻

な
変
化
、
ま
た
は
消
滅
が
、
複
合
体
の
残
り
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
。
さ
ら

に
ま
た
構
成
要
素
は
、
移
植
さ
れ
た
複
合
体
が
生
き
残
ら
な
い
か
、
非
常
に

変
化
さ
せ
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
破
壊
す
る
と
い
・
つ
、
い
ず
れ
か
の
形
で

種
々
の
形
態
に
姿
を
変
え
る
」
（
く
O
；
二
一
）
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
文

化
研
究
に
お
い
て
は
、
「
因
果
的
あ
る
い
は
機
能
的
統
合
」
が
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
よ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
「
因
果
的
あ
る
い
は
機
能
的
統
合
」
に
難
点
が
な
い
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
現
代
の
社
会
科
学
者
の
多
く
は
、
研
究
対
象
の
中
か
ら
任
意

の
変
数
を
取
り
出
し
て
、
そ
の
「
因
果
的
あ
る
い
は
機
能
的
統
合
」
を
検
出

し
て
い
く
こ
と
て
、
社
会
文
化
現
象
の
特
質
を
説
明
し
て
ビ
」
う
と
す
る
。

い
い
か
え
れ
ば
「
ふ
た
つ
以
上
の
文
化
的
変
数
問
に
あ
る
因
果
－
機
能
的
な

関
係
、
斉
一
性
、
法
則
を
獲
得
し
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
い
る
」
（
く
O
＝
一

一
〇
。
）
。
確
か
に
こ
の
方
法
は
、
社
会
文
化
現
象
の
諸
要
素
が
隅
々
に
い
た
る

ま
で
因
果
－
機
能
的
統
一
体
を
形
成
し
て
い
る
時
に
は
格
別
に
効
果
的
で
あ

る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
あ
ら
ゆ
る
文
化
現
象
か
、
そ
の
よ
う
な
統
一
体
で

満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
ど
ん
な
文
化
に
も
、
狭
義
の

因
果
的
連
関
が
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
空
聞
的
、
外
的
な
統
一
体
が
存

在
」
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
多
く
の
因
果
論
者
の
よ
う

に
、
文
化
的
客
体
の
寄
せ
集
め
か
す
べ
て
機
能
的
統
一
体
で
あ
る
と
か
、
す

べ
て
の
構
成
要
素
の
間
に
は
機
能
的
な
結
合
が
あ
る
に
違
い
な
い
な
と
と
仮

定
す
る
こ
と
は
的
外
れ
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

（
き
§
㌣

　
四
　
内
的
あ
る
い
は
論
理
⊥
思
昧
的
統
一
体

　
一
」
う
し
た
程
度
の
こ
と
な
る
様
々
な
文
化
的
要
素
の
繋
が
り
を
特
徴
づ
け

た
あ
と
で
、
ソ
ロ
ー
キ
ン
か
最
終
的
に
「
窮
極
の
形
態
を
と
っ
た
統
舎
」
、

も
し
く
は
「
窮
極
的
に
統
合
し
た
結
果
を
表
し
た
重
要
な
統
一
体
」
で
あ
る
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と
断
定
し
て
い
る
の
が
、
「
内
的
あ
る
い
は
論
理
－
意
味
的
統
一
体
」
で
あ

る
（
く
O
＝
二
〇
）
。
こ
こ
で
い
う
「
窮
極
的
に
統
合
し
た
」
と
は
、
「
各
部
が

部
分
と
し
て
も
は
や
注
目
に
値
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
部

分
が
い
わ
ば
縫
い
目
の
な
い
衣
服
の
よ
う
に
ひ
と
つ
に
な
っ
て
形
を
な
し
て

い
る
」
よ
う
な
状
態
を
指
し
て
い
る
（
§
ミ
）
。
た
と
え
ば
大
前
提
、
前
提
、

そ
し
て
結
論
か
不
可
分
の
関
連
を
も
っ
て
い
る
三
段
論
法
の
論
理
構
造
な
ど

を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
命
題
を
構
成
す
る
要
素
が
、
論
理
と
意
味

と
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
に
東
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
態
を
指
し
て
、
ソ
□
ー
キ
ン
は
「
論
理
－
意
昧
的
統
一
体
」

と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
こ
そ
ソ
□
－
キ
ン
か
本

質
的
要
素
と
よ
ん
で
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
ソ
□
ー
キ
ン
の
議
論
は
す
べ
て
、
こ
の
最
深
層
に
位
置
す
る
「
論
理
－
意

昧
的
統
一
体
」
を
基
礎
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
、
社
会
変
動

を
論
じ
る
さ
い
に
は
、
「
論
理
－
意
味
的
統
一
体
」
の
変
化
が
ま
ず
始
め
に

起
き
、
そ
の
後
、
徐
々
に
表
層
の
変
動
へ
と
波
及
し
て
い
く
と
特
徴
づ
け
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
〕

り
し
て
い
る
。
彼
か
一
」
う
し
た
変
動
を
「
内
在
的
変
動
の
原
理
」
と
い
う
名

称
で
定
式
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
社
会
文
化
現
象
に
お
け
る
、
内

的
で
根
源
的
な
「
論
理
－
意
味
的
統
一
体
」
を
ど
れ
だ
け
重
視
し
て
い
る
か

が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
社
会
文
化
現
象
な
い
し
存
在
全
体
を
層
構

造
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
彼
は
、
自
分
の
直
感
を

頼
り
に
こ
の
文
化
の
存
在
構
造
を
把
握
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
と
表
裏

一
体
を
な
す
認
識
方
法
、
す
な
わ
ち
社
会
科
学
に
お
け
る
方
法
論
は
、
『
動

学
』
第
一
葦
の
後
半
部
分
と
、
こ
れ
に
続
く
第
二
章
と
の
主
題
と
な
っ
て
い

る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
詳
論
す
る
。

第
一
一
一
童
　
統
合
主
義
社
会
学
と
そ
の
対
象

　
第
一
節
因
果
－
機
能
的
方
法
と
論
理
－
意
味
的
方
法

　
前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
「
論
理
－
意
昧
的
統
一
体
」
を
、

彼
自
身
の
認
識
の
拠
り
所
と
し
て
社
会
現
象
を
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

彼
が
依
拠
す
る
方
法
は
「
論
理
－
意
昧
的
」
方
法
と
呼
称
さ
れ
、
『
動
学
』

全
四
巻
に
お
い
て
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
判
断
で
は
、
彼
の
時
代
ま
で
の
社
会
文
化
研
究
の
方
法
の

中
で
も
特
に
有
効
な
の
が
、
こ
の
論
理
－
意
昧
的
方
法
と
自
然
科
学
に
範
を

と
っ
て
進
歩
し
て
き
た
因
果
－
機
能
的
統
合
方
法
で
あ
る
　
（
く
o
；
s
）
。

も
っ
と
一
般
的
に
い
え
ば
論
理
－
意
味
的
方
法
と
因
栗
－
機
能
的
方
法
は
、

そ
れ
ぞ
れ
演
緯
法
と
帰
納
法
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
現
象
の
観
察
に
よ
っ

て
発
見
さ
れ
た
因
果
関
係
に
よ
っ
て
、
要
素
問
の
機
能
的
関
係
ま
で
を
も
説

明
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
因
果
－
機
能
的
方
法
は
帰
納
法
と
よ
べ
る
も
の
で

あ
る
し
、
同
様
に
社
会
文
化
現
象
の
意
味
や
同
一
性
（
己
昌
巨
q
）
を
拠
り

所
と
し
、
ま
た
そ
の
現
象
の
発
生
の
仕
方
を
と
ら
え
る
論
理
－
意
味
的
方
法

は
、
演
緯
法
と
み
な
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
さ
さ

か
迂
遠
で
は
あ
る
が
、
確
認
の
た
め
に
因
果
－
機
能
的
統
合
方
法
の
要
点
だ

け
を
か
い
つ
ま
ん
で
お
き
た
い
。
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も
と
よ
り
社
会
科
学
の
重
要
な
任
務
は
、
複
雑
な
社
会
文
化
現
象
に
特
定

の
斉
一
性
を
見
つ
け
だ
す
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
斉
一
性
は
、
現
象
A
か
現
象

B
の
後
、
あ
る
い
は
同
時
に
起
き
た
場
合
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
結
栗
と
し

て
因
果
－
機
能
的
統
合
方
法
は
、
現
象
の
前
後
関
係
や
共
時
性
な
ど
と
い
っ

た
も
の
が
、
「
意
味
、
ま
た
は
論
理
的
な
合
一
性
（
8
竺
鶉
o
彗
塞
）
の
属
性

と
な
る
斉
一
性
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
（
く
O
二
一

轟
）
。
こ
の
意
味
や
論
理
の
発
見
の
意
義
を
、
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
次
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
関
係
の
斉
一
性
か
因
果
関
係
に
よ
っ

て
統
一
し
た
共
通
点
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
論
理
－
意
味
的
統
一

体
か
ら
す
る
と
、
中
心
と
な
る
意
昧
や
観
念
の
同
一
性
で
あ
る
」
（
§
§
）
。

こ
れ
は
、
社
会
現
象
に
お
け
る
窮
極
の
統
合
で
あ
る
「
論
理
⊥
思
味
的
統
一

体
」
の
探
求
に
は
、
杜
会
科
学
の
依
拠
す
る
「
因
果
－
機
能
的
統
合
方
法
」

を
も
っ
て
し
て
も
、
到
達
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
昧
し
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
「
因
果
i
機
能
的
」
方
法
を
共
有
す
る
、
自
然
科
学
と
社
会
科

学
と
の
間
に
は
、
両
者
を
隔
て
る
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
も
と
も
と
自
然

科
学
の
分
野
で
開
花
し
た
因
果
的
方
法
は
、
複
雑
な
現
象
を
一
般
化
し
、
複

合
体
か
ら
単
体
へ
と
爽
雑
物
を
取
り
払
っ
て
い
き
、
極
度
の
単
純
化
を
は
か

る
。
言
い
換
え
る
と
、
有
機
的
な
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
無
機
的
な
シ
ス
テ
ム
ヘ

と
単
純
化
を
進
め
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
無
機
的
な
物
質
シ
ス
テ
ム
は
、
組

織
と
し
て
は
複
雑
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
が
普
遍
的
統
一
体
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
。
端
的
に
い
え
ぱ
、
自
然
科
学
に
お
け
る
現
象
の
斉
一
性
は

い
っ
そ
う
複
雑
な
現
象
の
典
型
と
な
り
え
る
（
§
ミ
）
。

　
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
、
一
」
う
し
た
自
然
科
学
の
方
法
を
、
不
用
意
に
社
会
文
化

現
象
の
解
明
に
応
用
す
る
こ
と
を
峻
拒
し
て
い
る
。
こ
と
文
化
に
関
し
て
い

え
ぱ
、
無
機
物
を
研
究
す
る
よ
う
な
「
単
純
な
社
会
的
原
子
あ
る
い
は
社
会

的
統
一
－
体
と
い
う
も
の
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
し
、
で
き
も
し
な
い
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
〕

う
が
そ
の
理
由
で
あ
る
（
く
〇
一
．
－
農
）
。
そ
こ
で
現
象
全
体
の
共
通
点
で
あ

る
「
中
心
的
な
意
味
、
観
念
、
精
神
の
性
向
（
圧
麸
）
と
い
う
同
一
性
（
あ
る

い
は
類
似
性
）
」
（
§
ミ
）
を
探
求
す
る
論
理
－
意
味
的
方
法
に
、
も
っ
ぱ

ら
期
待
が
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
あ
え
て
対
比
さ
せ
て
い
う
な
ら
、
論
理
。

1
意
昧
的
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
意
味
、
観
念
、
精
神
の
性
向
、
原
理
、
あ
る

い
は
規
範
が
、
物
質
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
原
子
、
陽
子
な
ど
の
統
一
体
に
相

当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
＜
o
＝
』
午
曽
）
。
そ
れ
で
は
い
ま
い
ち
ど
、
彼
が

本
質
的
要
素
と
見
な
し
て
い
る
論
理
－
意
昧
的
統
一
体
を
定
義
し
直
し
て
お

き
た
い
。

　
第
二
節
　
因
累
的
緒
合
と
論
理
－
意
味
的
統
一
体

　
あ
る
社
会
現
象
の
あ
る
部
分
に
焦
点
を
絞
り
、
い
わ
ば
線
引
き
を
行
っ
て
、

分
節
化
を
押
し
進
め
て
い
く
の
は
、
科
学
や
理
性
に
の
っ
と
っ
た
普
通
の
認

識
の
作
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
分
節
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
断
片

的
な
知
識
は
、
た
と
え
再
び
こ
れ
を
再
構
成
し
た
と
し
て
も
、
生
気
の
な
い

表
面
的
な
虚
像
、
す
な
わ
ち
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
い
う
集
積
に
過
ぎ
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
認
識
対
象
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
う
し
た
分

節
化
に
先
ん
じ
て
、
す
で
に
し
て
直
観
さ
れ
て
い
る
完
全
無
欠
の
（
ヨ
亭
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O
q
邑
）
存
在
、
つ
ま
り
「
論
理
－
意
味
的
統
一
体
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
認
識
に
先
行
す
る
「
な
に
も
の
か
」
と
い
う

の
か
こ
れ
に
あ
た
る
。

　
そ
れ
で
は
自
然
科
学
的
、
実
証
主
義
的
な
社
会
学
が
探
し
求
め
て
き
た
因

果
的
結
合
と
、
ソ
ロ
ー
キ
ン
か
研
究
対
象
の
中
心
に
位
置
づ
け
た
論
理
－
意

味
的
統
一
体
と
の
聞
に
は
、
ど
う
い
っ
た
差
巽
が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

顕
著
な
相
違
は
、
因
果
的
統
一
体
が
推
論
に
基
づ
き
、
論
理
－
意
味
的
統
合

は
直
観
、
知
覚
、
感
覚
な
ど
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
能
力
を
総
動
員
し
て
獲
得

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
因
果
的
方
法
は
、
い
く
つ
か
の
変

数
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
に
よ
っ
て
法
則
性
を
見
つ
け
だ
そ
う
と
す
る

だ
け
で
、
そ
れ
が
な
ぜ
変
わ
っ
た
の
か
を
間
う
こ
と
は
し
な
い
し
、
か
つ
ま

た
で
き
な
い
。
こ
の
方
法
は
、
た
だ
「
そ
う
な
り
や
す
く
、
今
後
と
も
そ
う

で
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
一
つ
」
（
く
O
；
一
墨
）
と
い
う
こ
と
の
み
を
知
り
う
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
因
果
的
統
一
体
の
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
医
者
と
犯

罪
者
が
行
っ
た
刃
物
で
身
体
を
切
開
す
る
と
い
う
行
為
を
、
捉
え
よ
う
と
し

た
と
き
に
露
呈
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
事
態
を
因
果
－
機
能
的
に
説
明
す
れ

ぱ
、
行
為
者
A
（
医
者
あ
る
い
は
犯
罪
者
）
が
、
刃
物
を
用
い
て
被
行
為
者

B
（
患
者
な
い
し
披
害
者
）
の
身
体
を
切
開
し
た
行
為
で
あ
る
と
し
か
説
明

で
き
な
い
。
こ
れ
で
は
両
者
の
異
同
を
は
っ
き
り
と
見
出
す
こ
と
は
、
と
う

て
い
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
行
為
の
真
相
を
説
明
す
る
に
は
ど
う
し
て
も
、

行
為
の
「
理
由
」
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
論
理
－
意
味
的
統
一
体
か
必
要
と

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
論
理
－
意
昧
的
統
一
体
は
因
果
－
機
能
的
統

一
体
よ
り
も
、
現
実
に
近
い
像
を
わ
れ
わ
れ
に
投
げ
か
け
て
く
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
因
果
－
機
能
的
法

は
変
数
A
が
変
数
B
の
後
も
し
く
は
そ
の
逆
、
あ
る
い
は
同
時
に
起
き
な
け

れ
ぱ
斉
一
性
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
意
味
－
論
理
的
方
法
で

は
、
こ
と
な
る
時
代
と
場
所
で
発
生
し
た
現
象
に
さ
え
も
、
論
理
的
な
い
し

意
味
的
関
連
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
＜
o
＝
塞
－
ミ
）
。

　
ま
た
因
架
－
機
能
的
関
係
は
、
無
機
的
、
有
機
的
、
そ
し
て
超
有
機
的
世

界
の
い
ず
れ
に
も
存
在
す
る
が
、
反
対
に
「
論
理
⊥
思
昧
的
統
一
体
は
人
間

の
思
想
と
想
像
力
を
ふ
く
む
現
象
の
分
野
」
、
す
な
わ
ち
超
有
機
体
に
し
か

存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
く
O
；
二
〇
。
）
。
よ
っ
て
社
会
文
化
現
象

．
の
本
質
を
規
定
し
て
い
る
「
論
理
－
意
味
的
統
一
体
」
を
研
究
す
る
に
は
、

超
有
機
的
世
界
の
深
み
へ
と
足
を
踏
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
因
果
的
方
法
は
、
い
た
ず
ら
に
無
機
的
、
有
機
的
な
世
界
を
術
僅

し
、
論
理
－
意
味
的
統
一
体
に
ま
で
到
達
で
き
な
い
こ
と
も
十
分
に
あ
り
え

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
先
ほ
ど
の
例
で
い
え
ば
、
「
刃
物
」
に
よ
る
「
切
開
」

と
い
う
行
為
の
意
昧
を
理
解
す
る
の
に
、
刃
物
の
性
質
と
い
・
つ
無
機
的
世
界
、

あ
る
い
は
人
体
の
性
質
と
い
う
有
機
的
世
界
の
分
析
へ
と
向
か
っ
て
し
ま
っ

て
、
肝
心
の
「
切
開
」
行
為
の
行
為
者
と
被
行
為
者
と
が
、
互
い
に
ど
の
よ

う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
超
育
機
的
世
界
に
目
を
配
る
こ
と
を
怠
っ
て

し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
お
ま
け
に
も
う
ひ
と
つ
の
違
い
も
付
け
加
え
て
お
一
」
う
。
い
わ
ゆ
る
無
機
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的
、
有
機
的
な
世
界
の
「
現
象
を
し
だ
い
に
複
雑
な
も
の
か
ら
、
よ
り
単
純

な
も
の
へ
と
省
い
て
い
け
ば
、
関
係
を
表
す
因
果
的
定
式
の
適
用
範
囲
は
広

か
っ
て
い
く
」
の
に
対
し
、
超
有
機
的
世
界
に
属
す
る
社
会
文
化
現
象
に

限
っ
て
は
、
「
因
果
的
統
一
体
を
持
つ
『
原
子
』
に
は
分
解
で
き
な
い
」
の

で
、
「
巨
大
な
複
合
体
の
個
別
の
要
素
を
ま
る
ご
と
ふ
く
む
包
括
的
な
意
味

を
模
索
」
す
る
必
要
が
ど
う
し
て
も
で
て
く
る
の
て
あ
る
（
く
O
；
一
轟
－
ω
O
）
。

こ
の
「
包
括
的
な
意
味
」
が
、
す
で
に
何
度
も
言
及
し
て
い
る
本
質
的
要
素

な
い
し
論
理
－
意
味
的
統
一
体
で
あ
る
の
は
い
う
ま
て
も
な
い
。

　
要
す
る
に
「
論
理
⊥
思
昧
的
関
係
の
研
究
に
お
け
る
適
当
な
方
法
と
は
、

た
ん
な
る
具
体
的
記
述
で
も
因
果
的
定
式
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
論
理
的
な

意
義
、
ま
た
は
論
理
的
な
共
有
（
o
o
g
一
昌
o
q
；
o
q
）
か
ら
み
た
全
体
の
断
片

の
適
切
な
統
一
で
あ
る
」
（
く
〇
一
」
一
竃
）
と
確
言
て
き
よ
う
。
別
の
言
い
か

た
を
す
れ
ば
、
論
理
－
意
味
的
認
識
の
窮
極
の
目
的
と
は
、
「
非
統
合
的
断

片
の
カ
オ
ス
の
字
宙
を
か
た
ど
り
な
が
ら
も
、
す
べ
て
の
構
成
要
素
に
充
満

し
て
い
る
核
と
な
る
原
理
（
「
理
由
」
）
の
発
見
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ

る
　
（
き
ミ
一
原
文
は
イ
タ
リ
ッ
ク
）
。
　
は
た
し
て
そ
の
原
理
と
は
い
か
な
る

　
　
　
　
　
（
7
）

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
三
節
　
社
会
文
化
現
象
の
第
一
原
理

　
ま
す
は
じ
め
に
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
、
社
会
文
化
現
象
の
本
質
で
あ
る
論
理
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
〕

意
味
的
統
一
体
の
「
核
と
な
る
原
理
」
を
表
一
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

（
＜
o
；
一
ω
ω
）

　
表
一
に
つ
い
て
；
冒
す
れ
ば
、
「
第
一
の
文
化
」
は
実
在
が
超
感
覚
的
な

い
し
観
念
的
な
原
理
か
ら
論
理
的
に
導
き
だ
さ
れ
る
の
に
対
し
、
「
第
二
の

文
化
」
の
ほ
う
は
物
質
的
あ
る
い
は
感
覚
的
な
原
理
を
も
と
に
引
き
出
さ
れ

る
（
く
o
；
一
鷲
）
。
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
統
合
主
義
に
よ
る
と
人
閻
の
認
識
作
用

に
は
、
少
な
く
と
も
直
観
、
観
察
、
そ
し
て
理
性
の
三
つ
が
あ
る
。
そ
の
う

ち
「
第
一
の
文
化
」
は
主
と
し
て
直
観
が
働
く
こ
と
で
、
ま
た
「
第
二
の
文

化
」
は
主
に
観
察
を
働
か
せ
る
こ
と
で
認
識
に
至
る
。

　
ひ
と
ま
ず
こ
の
原
理
を
承
認
す
る
と
す
れ
ば
次
の
結
果
を
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
ず
は
文
化
の
重
要
な
側
面
、
構
成
要
素
の
性
質
と
働
き
、
あ
る
い

は
支
配
的
な
意
識
の
残
像
（
名
①
g
；
∋
）
な
と
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
さ
ら
に
文
化
の
包
括
的
理
解
を
進
め
つ
つ
、
一
方
で
は
文
化
か
論
理

的
に
統
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
下
す
こ
と
か
で
き
る
（
く
O
＝
。
匿

よ
㎝
）
。
し
か
も
、
た
と
え
こ
れ
ら
の
結
論
が
え
ら
れ
な
い
場
合
に
も
そ
れ
な

り
の
重
要
な
繕
論
を
え
る
こ
と
か
で
き
る
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
文
化
が
統

合
し
て
い
な
い
こ
と
や
、
文
化
の
全
体
な
い
し
は
一
部
が
論
理
を
超
え
て
い

る
か
非
論
理
的
で
あ
る
と
い
っ
た
繕
論
で
あ
る
（
く
o
；
一
曽
）
。

　
し
か
し
こ
の
原
理
が
本
当
に
正
し
い
の
か
ど
う
か
は
、
『
動
学
』
全
巻
に

お
い
て
証
明
さ
れ
る
命
題
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
即
答
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
、
原
理
が
正
し
い
場
合
と
、
そ
う
で

な
い
場
合
と
を
そ
れ
ぞ
れ
仮
定
し
て
付
随
的
結
論
を
ま
と
め
て
い
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
文
化
の
構
成
要
素
の
部
分
が
、
表
一
に
あ
る
よ
う
な
、
統

一
化
原
理
（
冒
一
q
ぎ
o
q
o
ユ
昌
亘
o
）
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
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表
一
　
第
一
原
理

の
罰
r
則
購
と
罪
刑
L
法
の
の
姦
基
蕉
晋
与

治
純
の
粋
支
’
配
ま
た
は
弱
ま
　
つ
た
神
権
政

の
文
支
学
配
の
主
形
態
と
　
し
て
の
「
聖
暫
」

観
念
的
絵
画
様
式
の
支
配

生
ゆ
活
る
の
や
静
か
的
な
特
変
性
動
の
支
率
配
を
待
つ
社
会

と
自
発
然
明
科
の
学
支
に
配
お
け
る
僅
か
の
発
見

絶
対
的
原
躍
の
倫
理
の
支
配

概
い
最
念
し
初
の
法
の
支
律
実
配
的
在
パ
と
　
1
し
ソ
て
ナ
の
　
リ
自
テ
冶
　
イ
体
の
な

社
会
学
的
普
遍
主
義
の
支
配

実
在
論
の
支
配

非
決
定
主
義
の
支
配

永
遠
主
義
の
支
配

理
想
主
義
の
支
配

理
性
主
義
、
神
秘
主
義
の
支
配

第
一
の
文
化

育
人
人
鶉
婁
仰
警
配
を
と
’
一
r
す
緒
社
な
く
会
わ
た
的
ち
に
に
r
　
し
危
不
た
険
適
再
な
応
教
L
2

的
純
権
粋
力
’
の
ま
支
た
配
は
弱
ま
　
つ
た
非
宗
教

自
宗
官
然
教
能
主
性
主
義
に
義
の
お
と
支
お
性
配
わ
主
れ
義
た
の
実
文
在
学
論
の
と
非

視
覚
的
絵
画
様
式
の
支
配

の
急
動
速
的
な
特
変
性
動
の
率
支
を
配
持
暮
会
生
活

配
多
く
の
発
見
と
発
明
の
支
配
の
支

幸
幸
福
福
主
（
義
快
）
楽
姦
美
婁
功
配
梨
筆

テ
体
便
イ
な
宜
の
い
主
鰯
パ
し
　
1
て
ソ
の
ナ
自
　
リ
冶

社
会
学
的
個
別
主
義
の
支
配

名
目
論
の
支
配

決
定
主
義
の
支
配

時
間
主
義
の
支
配

唯
物
主
義
の
支
配

経
験
主
義
の
支
配

第
一
の
文
化

（
く
o
－
．
F
ω
ω
）

判
明
し
た
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
さ
い
浮
か
ん
で
く
る
の
は
、
原
理

の
発
見
方
法
と
、
そ
の
論
理
的
統
合
の
原
理
の
妥
当
性
が
、
い
か
に
し
て
検

証
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
（
§
§
）
。
こ
れ
に
対
す
る
ソ
ロ
ー
キ

ン
の
解
答
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
原
理
の
発
見
の
方
法
に
つ
い
て

は
、
い
か
な
る
原
理
で
あ
っ
て
も
観
察
、
統
計
的
研
究
、
論
理
的
分
析
、
あ

る
い
は
直
観
、
夢
想
な
ど
か
ら
も
発
見
さ
れ
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
原
理
の
確

証
に
つ
い
て
は
、
妥
当
性
の
規
準
が
論
理
的
で
あ
る
こ
と
と
、
し
か
も
事
実

に
う
ま
く
適
合
し
、
い
く
た
び
も
の
検
証
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
く
〇
一
」
一
ω
①
）
。
こ
れ
ら
が
ソ
ロ
ー
キ
ン
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
た
回
答
で
あ
る
。
た
だ
し
「
原
理
の
確
証
」
に
さ
い
し
て
は
、

少
な
く
と
も
最
善
と
思
わ
れ
る
理
論
を
採
用
す
る
こ
と
か
大
前
提
で
あ
る
し
、

何
度
も
精
査
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
よ
り
良
い
理
論
が
選
定
さ
れ
、
そ
う
す

る
こ
と
で
理
論
の
信
糧
性
も
し
だ
い
に
増
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

　
残
る
第
二
の
問
題
を
次
に
考
え
て
み
た
い
。
文
化
の
構
成
要
素
と
統
一
化

原
理
と
が
、
全
く
別
物
て
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
以
下
の
ふ
た

つ
の
選
択
肢
の
い
ず
れ
か
を
選
ぱ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
文
化
が

論
理
的
に
結
合
し
て
い
な
い
と
認
定
す
る
か
、
そ
れ
と
も
も
っ
と
ふ
さ
わ
し

い
原
理
を
探
す
か
と
い
う
二
者
択
一
て
あ
る
。
現
実
問
題
と
し
て
は
、
事
実

に
即
し
た
原
理
を
模
索
す
る
と
い
う
第
二
の
道
が
穏
当
て
あ
ろ
う
。
た
く
さ

ん
の
理
論
の
中
か
ら
「
僅
か
の
事
実
に
し
か
相
応
し
な
い
も
の
を
次
々
と
排

除
し
」
て
い
く
と
い
う
姿
勢
を
と
り
、
「
い
く
つ
か
の
せ
め
ぎ
合
う
理
論
の
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申
で
は
、
問
題
と
な
る
現
象
の
領
域
を
最
も
正
確
に
描
き
、
そ
う
と
う
の
数

に
の
ぼ
る
現
象
の
記
述
を
盛
り
込
ん
で
い
る
理
論
が
最
も
良
い
」
と
い
一
つ

（
＜
o
＝
一
彗
）
。
こ
の
よ
う
に
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
あ
く
ま
て
も
妥
当
性
の
高
い
原

理
を
探
求
し
つ
づ
け
る
と
い
う
後
者
の
立
場
を
固
守
し
て
い
る
。

第
四
童
　
文
化
の
存
在
構
造
と
認
識
方
法
の
接
点

　
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
『
動
学
」
第
一
巻
第
一
章
に
お
い

て
、
文
化
研
究
の
基
礎
固
め
を
行
っ
た
。
窮
極
の
と
こ
ろ
、
そ
こ
で
の
課
題

は
、
文
化
が
全
体
と
し
て
統
合
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
検
証
で
あ
っ
た
。

哲
学
の
分
野
か
ら
す
れ
ば
、
イ
デ
ア
や
そ
の
他
の
根
源
的
絶
対
者
を
も
っ
て

存
在
の
す
へ
て
を
論
理
的
に
説
明
す
る
（
存
在
構
造
論
）
こ
と
に
し
て
、
そ

れ
と
は
正
反
対
の
感
覚
的
に
知
覚
で
き
る
事
物
の
ほ
う
か
ら
絶
対
者
へ
と
向

か
う
よ
う
な
手
段
（
認
識
方
法
）
は
と
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
極
端
な
場
合
に

は
感
覚
的
事
物
な
ど
、
皮
相
で
卑
俗
な
存
在
な
い
し
幻
想
に
す
ぎ
な
い
と

い
っ
て
、
言
下
に
斥
け
る
こ
と
さ
え
で
き
よ
う
。
ひ
る
が
え
っ
て
社
会
科
学

は
と
い
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
こ
の
極
め
て
皮
相
な
と
こ
ろ
か
ら
研
究
を
始
め
な

げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
、
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
社
会
科
学
は

感
覚
的
に
認
識
し
え
た
事
物
を
も
っ
ぱ
ら
考
察
の
起
点
と
す
る
ほ
か
な
い
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
な
に
も
社
会
科
学
が
存
在
の
根
源
と
い
う
も
の
を
、
研

究
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
昧
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
存
在
の
根
源
で
あ
る
本
質
的
要
素
に
窮
極
的
な
目
的
を
設
定

す
る
こ
と
は
、
社
会
科
学
を
ふ
く
む
す
ぺ
て
の
学
問
に
共
通
す
る
課
題
の
は

ず
で
あ
る
。
社
会
文
化
現
象
（
存
在
）
を
統
一
化
原
理
（
根
源
）
か
ら
解
釈

し
直
そ
う
と
す
る
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
意
図
は
、
こ
う
し
た
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
、

し
か
も
今
で
は
忘
れ
去
ら
れ
つ
つ
あ
る
学
問
の
姿
勢
を
取
り
戻
す
こ
と
に

あ
っ
た
。
こ
の
根
源
的
存
在
に
こ
そ
社
会
科
学
の
確
固
た
る
足
場
は
築
か
れ

る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
信
念
て
あ
っ
た
。

　
め
ま
ぐ
る
し
く
移
り
か
わ
る
現
象
に
目
を
奪
わ
れ
、
肝
心
の
根
源
的
な
本

質
的
要
素
に
根
ざ
す
存
在
を
看
過
し
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
、
ソ
ロ
ー
キ
ン

は
社
会
文
化
現
象
を
構
成
し
て
い
る
諸
層
（
空
閻
的
、
外
的
、
機
能
的
、
そ

し
て
論
理
的
）
を
明
確
に
し
て
お
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
の
違
い
に
注
意
を

促
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
引
き
出
し
う
る
命
題
を
暫
定
的
に
挙
げ
て

お
き
た
い
。

　
命
題
一
　
文
化
に
は
、
た
ん
な
る
空
間
的
集
積
か
ら
論
理
的
に
統
合
し
た

も
の
ま
で
の
諸
相
が
あ
る
（
く
o
；
畠
）
。

　
命
題
二
　
空
間
的
隣
接
や
外
的
統
一
は
文
化
複
合
体
で
は
あ
る
が
、
決
し

て
機
能
的
、
論
理
的
な
形
式
で
は
な
い
（
§
§
）
。
し
た
か
っ
て
、
空
閻
的

隣
接
や
外
的
統
一
か
ら
え
た
情
報
を
、
す
べ
て
の
文
化
に
一
般
化
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
ま
た
、
上
の
ふ
た
つ
の
命
題
が
真
な
ら
ば
以
下
の
こ
と
は
誤

り
で
あ
る
。
（
一
）
す
べ
て
の
文
化
は
統
合
し
た
統
一
体
で
あ
る
こ
と
、

（
二
）
個
々
の
文
化
的
要
素
の
変
動
は
他
の
要
素
や
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
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こ
と
（
§
邑
．
）
o

　
命
題
三
　
空
問
的
集
積
と
、
機
能
的
あ
る
い
は
論
理
的
な
統
合
シ
ス
テ
ム

と
で
は
、
変
動
の
性
質
を
巽
に
す
る
（
＜
o
；
二
〇
）
。
す
な
わ
ち
統
一
し
た

文
化
シ
ス
テ
ム
の
変
動
は
必
ず
や
全
体
も
し
く
は
大
部
分
の
変
動
を
引
き
起

こ
す
の
に
、
空
問
的
集
積
の
変
動
の
ほ
う
は
、
偶
然
の
外
部
要
因
に
左
右
さ

れ
る
。
し
か
も
統
一
し
た
シ
ス
テ
ム
は
「
主
に
シ
ス
テ
ム
自
体
の
範
囲
内
の

カ
」
を
変
動
の
原
動
力
と
す
る
。
ま
た
そ
の
さ
い
純
粋
な
文
化
統
一
体
（
論

理
的
、
機
能
的
な
シ
ス
テ
ム
）
に
対
し
て
は
、
集
積
と
は
こ
と
な
り
内
的
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

理
の
考
察
を
行
う
の
が
極
め
て
有
効
で
あ
る
（
く
o
＝
一
g
）
。

と
肉
体
を
通
じ
た
事
物
の
把
握
で
あ
る
と
言
い
換
え
て
も
い
い
の
だ
が
、
人

間
の
認
識
は
、
歴
史
を
通
じ
て
、
こ
の
精
神
中
心
の
認
識
と
肉
体
中
心
の
認

識
の
間
を
行
き
来
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
認
識
の
振
幅
と
、
そ
の
認
識
対
象

で
あ
る
変
化
す
る
客
体
と
の
相
互
関
係
か
明
示
さ
れ
な
く
て
は
、
世
界
の
全

貌
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
認
識
の
振

幅
を
歴
史
の
循
環
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
ソ
□
ー
キ
ン
の
社
会
文
化

シ
ス
テ
ム
論
の
一
側
面
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
表
褒
一
体
を
な
す

変
動
論
の
局
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
き
、
統
合
主
義
の
社
会
学
は
ひ
と
ま

ず
の
完
成
を
み
る
で
あ
ろ
う
。

(127) ~T~~,~/-h 

む
す
ぴ

　
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
構
造
的
な
い
し
静
学
的
社
会
文
化
シ
ス
テ
ム
論
は
以
上
の

よ
・
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
だ
し
、
こ
れ
と
は
別
に
動
学
的
側
面

を
も
視
野
に
入
れ
な
く
て
は
こ
の
シ
ス
テ
ム
論
を
全
円
的
に
論
じ
た
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。
冒
頭
で
指
摘
し
た
よ
う
に
ソ
□
ー
キ
ン
の
変
動
論
は
、
彼
以

前
の
主
要
な
歴
史
循
環
論
を
発
展
、
継
承
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
よ
っ
て
書

か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
課
題
と
し
て
残
し
つ
つ
も
、

し
か
し
次
の
こ
と
を
結
論
と
し
て
む
す
び
に
か
え
た
い
。

　
ソ
o
ー
キ
ン
は
、
人
類
の
文
化
を
第
一
の
文
化
と
第
二
の
文
化
に
二
分
し

た
。
そ
の
類
別
は
人
聞
の
意
識
構
造
か
ら
導
か
れ
る
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
身
体
感
覚
で
も
の
ご
と
を
と
ら
え
る
も
の
と
、
理
性
や
観
念
の
力

で
も
っ
て
、
そ
れ
ら
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
精
神

（
1
）
　
意
識
の
構
造
論
の
観
点
は
、
晩
年
の
利
他
主
義
研
究
に
お
い
て
、

　
全
面
的
に
展
開
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
本
稿
で
論
じ
る
四
つ
の
類
別

　
か
、
「
生
物
的
無
意
識
（
潜
在
意
識
）
」
、
「
生
物
意
識
」
、
「
社
会
文
化

　
的
意
識
」
、
「
超
意
識
」
と
い
う
語
旬
で
表
現
さ
れ
て
い
る
（
ω
O
－

　
『
o
ζ
自
冨
蓬
㌣

（
2
）
　
こ
れ
は
、
　
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
哲
学
界
を
は
じ
め
と
す
る
、

　
あ
ら
ゆ
る
学
聞
分
野
で
の
現
象
学
運
動
と
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な

　
い
だ
ろ
う
か
。
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
遅
く
と
も
一
九
二
八
年
に
は
現
象
学

　
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
時
点
で
□
シ
ア
語
訳
で
は
あ
れ

　
フ
ッ
サ
ー
ル
（
同
o
目
自
庄
＝
冨
器
ユ
L
o
o
蜆
甲
－
㊤
鵠
）
の
『
論
理
学
研

　
究
』
に
目
を
通
し
て
お
り
（
－
s
o
〇
二
ω
o
）
、
　
一
九
三
七
年
に
も
な
れ

　
ば
英
訳
『
イ
ー
デ
ン
」
を
も
そ
う
と
う
読
み
込
ん
だ
形
跡
が
あ
り
、

122



一橋論叢　第129巻 第2号 平成14年（2002年）8月号　（128）

　
さ
ら
に
社
会
学
的
－
現
象
学
的
読
解
と
の
名
称
で
も
っ
て
、
社
会
現

　
象
に
お
け
る
主
観
的
要
素
を
客
観
的
に
読
解
す
る
方
凄
を
切
り
開
こ

　
う
と
も
し
て
い
る
（
お
零
一
蜆
o
o
）
o

（
3
）
　
本
稿
で
は
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
『
動
学
』
第
三
章

　
で
は
、
存
在
の
根
源
な
い
し
本
質
的
要
素
の
具
体
例
が
明
示
さ
れ
て

　
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
抽
象
的
な
議
論
に
実
例
に
よ
る
撃
や
か
な

　
色
彩
か
添
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
方
庄
論
で
あ
る
第
一
部
を
締
め

　
く
く
る
の
は
、
社
会
文
化
の
変
動
論
で
あ
る
。
第
二
章
で
の
議
論
が

　
静
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
こ
て
は
動
学
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
4
）
　
こ
の
結
合
に
つ
い
て
は
、
『
現
代
社
会
学
理
論
』
に
お
け
る

　
「
地
理
学
派
」
の
章
て
考
察
さ
れ
て
い
る
（
－
竃
O
O
乙
甲
ε
ω
）
。

（
5
）
　
「
内
在
的
変
動
」
の
原
理
（
く
o
；
9
o
－
2
o
。
）
が
ソ
ロ
ー
キ
ン

　
特
有
の
重
要
な
概
念
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
（
↓
C
着
σ
鶉
お
舅

　
思
三
自
ε
8
）
を
参
照
。

（
6
）
　
す
で
に
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
『
現
代
社
会
学
理
論
」
の
一
節
で
「
機

　
械
論
的
祉
会
学
」
と
「
社
会
現
象
の
生
物
学
的
解
釈
」
を
論
じ
て
お

　
り
、
物
理
的
法
則
の
み
で
人
問
の
多
様
な
行
動
を
計
る
こ
と
の
無
意

　
昧
さ
を
碧
め
（
量
轟
轟
）
、
ま
た
生
物
学
の
資
料
を
用
い
て
自
説
を

　
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
欺
職
を
暴
い
て
い
る
（
－
竃
o
。
嘗
o
o
）
。

（
7
）
　
た
だ
し
ソ
o
ー
キ
ン
は
因
果
－
機
能
的
方
法
か
論
理
－
意
味
的

　
方
法
の
い
ず
れ
か
を
二
者
択
一
す
る
立
場
を
取
ら
な
い
。
「
文
化
統
．

　
合
の
高
い
程
度
を
想
定
す
る
と
き
な
ら
、
必
ず
最
高
水
準
で
全
て
の

　
文
化
に
適
応
で
き
、
し
た
が
っ
て
因
栗
的
方
法
を
捕
う
に
違
い
な
い

　
論
理
－
意
味
的
方
法
」
を
採
用
し
、
こ
の
2
つ
の
方
法
を
併
用
し
て

　
こ
そ
「
真
の
統
一
体
を
含
む
構
成
要
素
の
性
質
を
把
握
で
き
る
シ
ス

　
テ
ム
」
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
彼
は
考
え
た
（
く
O
「
＝
ミ
）
。

　
な
お
、
こ
れ
と
同
種
の
問
題
が
、
す
で
に
ロ
シ
ア
時
代
の
著
作
て
も

　
検
討
さ
れ
て
い
る
（
吉
野
浩
司
　
二
〇
〇
二
）
。

（
8
）
　
な
お
『
動
学
』
第
二
巻
で
は
、
こ
の
原
理
か
多
く
の
紙
幅
を
割

　
い
て
検
証
さ
れ
て
い
る
（
く
〇
一
、
M
二
〇
。
丁
凄
ム
）
。

（
9
）
　
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
考
察
は
こ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
論

　
理
的
、
機
能
的
な
シ
ス
テ
ム
す
な
わ
ち
現
実
の
シ
ス
テ
ム
に
は
、
以

　
下
に
挙
げ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
き
た
い
く
つ
か
の
重

　
要
な
側
面
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
に
、
統
一
体
（
機
能

　
的
、
論
理
的
シ
ス
テ
ム
）
の
機
能
と
変
動
に
は
、
自
立
的
で
固
有
の

　
自
動
制
御
（
窒
〒
『
品
巨
豊
長
）
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
。
第
二

　
に
、
統
一
体
は
シ
ス
テ
ム
の
自
立
性
を
脅
か
す
よ
う
な
要
因
を
切
除

　
す
る
手
段
を
持
っ
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、
こ
の
自
立
性
は
外
的
状

　
況
に
も
内
的
状
況
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
第
四
に
、
内
的
要

　
因
を
無
視
し
て
し
ま
う
と
、
文
化
的
、
社
会
的
な
シ
ス
テ
ム
の
変
動

　
の
傾
向
、
再
起
、
順
番
、
振
動
、
周
期
的
変
動
、
そ
し
て
速
度
に
関

　
す
る
理
解
を
妨
げ
て
し
ま
う
こ
と
。
第
五
に
、
あ
る
特
定
の
関
係
を

　
も
っ
て
、
現
象
の
唯
一
の
要
因
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る

　
こ
と
。
第
六
に
、
シ
ス
テ
ム
に
は
、
い
わ
ば
伝
染
病
の
よ
う
な
、
変

222



（129）　研究ノート

　
更
や
破
壊
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
要
因
も
存
在
し
は
す
る
が
、
そ
れ
に

　
し
た
と
こ
ろ
で
、
あ
く
ま
で
も
シ
ス
テ
ム
の
局
部
か
ら
全
体
へ
と
進

　
行
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
（
く
o
－
。
－
g
－
g
）
。

　
参
考
文
献

引
用
並
び
に
参
照
に
際
し
て
は
、
本
文
中
の
半
角
丸
括
弧
内
に
（
著
者

出
版
年
一
ぺ
ー
ジ
数
）
の
順
序
で
記
し
た
。
但
し
（
ω
O
『
O
＝
目
ε
讐
1

ε
）
に
つ
い
て
は
（
巻
数
一
ぺ
i
ジ
数
）
か
記
さ
れ
て
い
る
。

句
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会
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論
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〔
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］
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一
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熟
し
た
愛
－
比
較
文
化
的
研
究
』
、
細
川

　
　
幹
夫
［
ほ
か
］
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叢
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－
－
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〇
二
、
「
n
・
A
・
ソ
ロ
i
キ
ン
の
相
互
作
用
論
－
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〇
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熱
一
一

（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）

224




