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デ
ュ
ル
ケ
ム
に
お
け
る
﹁
意
味
﹂
へ
の
視
座―

古　
　

川　
　

彩　
　

二

一　

は
じ
め
に

　

エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
（
一
八
五
八
～
一
九
一
七
）
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
と
も
に
現
代
社
会
学
の
礎
を
築
い
た
社
会
学
者

と
し
て
著
名
で
あ
り
、
そ
の
社
会
理
論
も
、
一
九
世
紀
末
葉
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
へ
の
歴
史
の
転
換
期
に
あ
っ
て
、
前
世
紀
の
知
的
風
潮
に

制
約
さ
れ
つ
つ
も
、
二
〇
世
紀
以
降
に
登
場
し
て
く
る
現
代
社
会
の
諸
問
題
へ
の
洞
察
を
先
取
り
す
る
豊
饒
な
内
容
を
秘
め
て
い
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
学
に
つ
い
て
は
種
々
の
す
ぐ
れ
た
現
代
的
評
価
の
企
て
が
排
出
し
、
そ
の
思
想
や
理
論
の
研
究
は
隆
盛

を
極
め
て
き
た
の
に
比
べ
れ
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
学
に
対
す
る
評
価
や
そ
の
理
論
の
研
究
を
め
ぐ
る
従
来
の
状
況
は
必
ず
し
も
か
ん
ば

し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う）

1
（

。
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社
会
学
、
心
理
学
、
歴
史
学
、
言
語
学
な
ど
人
間
・
社
会
諸
科
学
は
、
も
と
も
と
社
会
哲
学
、
哲
学
的
心
理
学
、
歴
史
哲
学
、
言
語
哲
学

な
ど
と
し
て
哲
学
の
一
分
科
を
成
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
が
一
九
世
紀
の
半
ば
頃
に
科
学
と
し
て
自
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

際
、
こ
れ
ら
人
間
・
社
会
諸
科
学
は
、
自
然
科
学
、
な
か
で
も
物
理
学
の
基
本
的
前
提
と
方
法
を
継
承
し
た
。
す
な
わ
ち
、
人
間
・
社
会
諸

科
学
も
ま
た
、
物
理
学
的
に
規
定
可
能
な
客
観
的
世
界
を
前
提
に
し
、
物
理
現
象
と
同
様
、
複
雑
な
人
間
的
・
社
会
的
事
象
を
物
理
学
的
世

界
の
う
ち
に
客
観
的
事
実
と
し
て
定
位
し
う
る
単
純
な
要
素
に
還
元
し
て
、
そ
れ
ら
複
雑
な
事
象
を
こ
の
単
純
な
要
素
の
因
果
的
・
機
械
的

な
集
合
、
あ
る
い
は
結
合
に
よ
っ
て
認
識
あ
る
い
は
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識
態
度
は
、
広
義
の
﹁
実
証
主
義
﹂
）
2
（

と

呼
ば
れ
、
人
間
的
・
社
会
的
事
象
の
う
ち
い
わ
ば
﹁
物
﹂
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
レ
ベ
ル
、
た
と
え
ば
一
九
世
紀
の
実
験
心
理
学
で
物

理
的
刺
激
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
﹁
感
覚
﹂
の
レ
ベ
ル
で
は
大
き
な
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
ほ
ど
な
く
行
き
づ

ま
り
を
み
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
世
紀
の
人
間
・
社
会
諸
科
学
が
物
理
学
を
モ
デ
ル
と
し
て
採
用
し
た
要
素
還
元
主
義
的
方
法
に
よ
っ

て
は
、﹁
人
間
的
事
象
を
ま
さ
に
﹃
人
間
的
﹄
事
象
た
ら
し
め
て
い
る
﹃
意
味
を
も
っ
た
ま
と
ま
り
﹄﹂）

3
（

を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

　

人
間
の
生
や
社
会
現
象
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
要
素
的
事
実
を
寄
せ
集
め
て
も
そ
こ
か
ら
は
決
し
て
出
て
こ
な
い
意
味
的
統
一
性
、

む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
的
事
実
に
局
所
値
を
与
え
て
い
る
よ
う
な
意
味
的
な
統
一
性
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、人
間
的
・
社
会
的
事
象
を﹁
物
﹂

と
し
て
扱
う
よ
う
な
扱
い
方
で
は
、
そ
れ
ら
の
事
象
の
﹁
人
間
的
・
社
会
的
﹂
事
象
た
る
ゆ
え
ん
、
つ
ま
り
そ
れ
ら
の
事
象
が
有
し
て
い
る

﹁
意
味
﹂
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
省
が
一
九
世
紀
の
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
人
間
・
社
会
科

学
の
諸
領
域
で
起
こ
り
、
一
連
の
方
法
論
的
改
革
が
企
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
社
会
学
の
領
域
で
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
了

解
社
会
学
を
提
唱
し
、
人
間
の
行
為
を
主
観
的
意
味
と
結
び
つ
い
た
行
動
と
し
て
捉
え
、
そ
の
意
味
の
理
解
こ
そ
社
会
学
の
課
題
で
あ
る
と

し
た）

4
（

。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、ウ
ェ
ー
バ
ー
が
実
証
主
義
的
な
社
会
学
で
は
見
落
と
さ
れ
た
﹁
意
味
﹂
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
着
目
し
、
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人
間
の
行
為
に
お
け
る
理
念
的
、有
意
味
的
な
要
素
に
一
貫
し
て
強
い
関
心
を
向
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
彼
の
社
会
学
は
、

要
素
的
事
実
を
組
み
込
む
﹁
有
意
味
な
ま
と
ま
り
﹂
の
記
述
と
了
解
を
志
向
す
る
一
つ
の
試
み
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。

　

他
方
、ウ
ェ
ー
バ
ー
と
同
時
代
人
で
あ
っ
た
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
方
法
論
上
の
言
明
は
、そ
れ
と
は
際
立
っ
た
対
照
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
﹃
社

会
学
的
方
法
の
規
準
﹄
で
﹁
社
会
現
象
は
物
で
あ
り
、
物
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂）

5
（

と
述
べ
て
、﹁
社
会
的
諸
事
実
を

物
の
よ
う
に
考
察
す
る
こ
と
﹂）

6
（

を
方
法
論
の
基
本
的
テ
ー
ゼ
と
し
て
提
唱
し
た
。
ま
た
、﹃
自
殺
論
﹄
に
お
い
て
は
、
外
か
ら
観
察
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
動
機
を
自
殺
の
説
明
か
ら
排
除
し
て
い
る
。）

7
（

こ
れ
ら
の
言
明
を
見
る
限
り
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
方
法
論

上
の
立
場
は
実
証
主
義
あ
る
い
は
自
然
主
義
の
立
場
そ
の
も
の
で
あ
り
、
先
に
概
観
し
た
一
九
世
紀
末
以
降
の
人
間
・
社
会
諸
科
学
に
お
け

る
方
法
論
的
改
革
の
潮
流
に
逆
行
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
こ
う
し
た
方
法
論
上
の
言
明
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
、
急
速
な
資
本
主
義
的
産
業

化
の
波
に
激
し
く
洗
わ
れ
た
一
九
世
紀
末
葉
の
西
欧
社
会
の
最
大
の
危
機
を
道
徳
的
（m

oral

）
な
社
会
的
紐
帯
の
退
廃
と
見
て
、
そ
の
回

復
と
そ
の
た
め
に
必
要
な
処
方
箋
の
探
究
を
社
会
学
的
考
察
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
と
し
た
こ
と
や
、
個
人
に
対
す
る
社
会
的
な
も
の
の
優
越

性
を
一
貫
し
て
強
調
し
た
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
そ
の
理
論
に
実
証
主
義
、
道
徳
主
義
、
保
守
主
義
と
い
っ
た
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
否
定
的
な

評
価
を
も
た
ら
し
、
こ
の
社
会
学
者
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
も
い
え
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
思
想
像
や
理
論
像
を
定
着
さ
せ
た
こ
と
は
疑
い
え
な

い
）
8
（

。

　

し
か
し
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
著
作
を
丹
念
に
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
彼
の
思
想
像
・
理
論
像
に
は
必
ず
し
も
収
ま
り
き
ら
な
い
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
な
思
想
や
理
論
が
い
く
つ
か
か
い
ま
見
え
て
く
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
従
来
こ
の
社
会
学
者
に
与
え
ら
れ
て
き
た
評
価
の
定

型
に
再
検
討
を
即
し
、
あ
る
い
は
そ
の
思
想
像
の
修
正
を
せ
ま
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
が
、
以
下
で
は
そ
れ
ら
の
う
ち
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
視

角
と
は
対
照
的
な
、
人
間
的
・
社
会
的
事
象
に
お
け
る
﹁
意
味
﹂
の
問
題
へ
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
固
有
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
端
を
、
主
と
し
て

﹃
自
殺
論
﹄
の
な
か
に
探
っ
て
み
た
い）

9
（

。
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⑴　

自
殺
の
定
義

　
﹃
自
殺
論
﹄
に
お
い
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
自
殺
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

　
﹁
生
命
の
放
棄
と
い
う
行
為
の
と
り
う
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
に
共
通
の
特
徴
は
と
い
え
ば
、
そ
の
行
為
が
、
事
情
を
あ
ら
か
じ
め
よ
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

心
得
た
う
え
で
な
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
人
を
そ
こ
に
追
い
や
っ
た
理
由
が
な
ん
で
あ
る
に
せ
よ
、
か
れ
は
、

そ
の
行
為
に
う
つ
る
と
き
、
行
為
の
も
た
ら
す
結
果
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
承
知
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
性
質

を
お
び
て
い
る
死
は
す
べ
て
、
当
人
以
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
死
や
、
当
人
が
た
ん
に
無
意
識
に
ま
ね
い
て
し
ま
っ
た
死
か
ら
明
瞭

に
区
別
さ
れ
る
﹂。﹁
そ
こ
で
、
自
殺
の
定
義
と
し
て
次
の
よ
う
に
の
べ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
死
が
、
当
人
自
身
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
積
極
的
、
消
極
的
な
行
為

0

0

0

0

0

0

か
ら
直
接
、
間
接
に
生
じ
る
結
果
で
あ
り
、
し
か
も
、
当
人
が
そ
の
結
果
の
生
じ
う
る
こ
と
を
予
知
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
い
た

0

0

0

場
合
を
、
す
べ
て
自
殺
と
名
づ
け
る
﹂（
傍
点
は
筆
者
））
₁₀
（

。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
自
殺
の
定
義
の
う
ち
に
、﹁
消
極
的
な
行
為
﹂
や
自
殺
者
が
自
ら
の
行
為
の
結
果
を
﹁
承
知
﹂

あ
る
い
は
﹁
予
知
﹂
し
て
い
る
と
い
う
、そ
れ
自
体
は
直
接
的
な
観
察
可
能
性
を
も
た
な
い
要
素
を
と
り
こ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
﹁
消
極
的
行
為
﹂
と
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
言
葉
を
引
く
な
ら
﹁
徹
頭
徹
尾
消
極
的
な
態
度
や
た
ん
な
る
行
動
回
避
﹂
で
あ
り
、

高
い
建
物
か
ら
身
を
投
げ
る
な
ど
直
接
死
を
志
向
す
る
よ
う
な
行
為
（
積
極
的
行
為
）
と
は
区
別
さ
れ
る
、
そ
れ
自
体
は
直
接
、
死
を
志
向

す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
結
果
と
し
て
死
を
招
く
よ
う
な
行
為
を
い
う
。
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
例
と
し
て
、﹁
絶
食
﹂
や
﹁
死
罪
と

知
り
な
が
ら
不
敬
罪
を
犯
し
、
死
刑
執
行
人
の
手
に
か
か
っ
て
殺
さ
れ
る
偶
像
破
壊
者
﹂
）
₁₁
（

の
行
為
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

行
為
は
、
自
殺
の
観
察
可
能
な
行
為
過
程
の
一
部
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。﹁
消
極
的
行
為
﹂
が
、
た
と
え
間
接
的
で
あ
る
に
せ
よ
自
殺
の
先

七
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行
与
件
に
な
り
う
る
の
は
、
す
な
わ
ち
自
殺
の
間
接
的
な
要
因
と
な
る
の
は
、
外
側
か
ら
観
察
可
能
な
行
為
の
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
態
様
そ
の
も

の
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自
身
の
死
を
志
向
あ
る
い
は
覚
悟
す
る
と
い
う
、
自
殺
者
が
そ
の
行
為
に
含
ま
せ
た
﹁
意
味
﹂
に
よ
る
は
ず
だ
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
自
殺
者
が
あ
ら
か
じ
め
自
分
の
行
為
の
結
果
を
﹁
承
知
﹂
な
い
し
﹁
予
知
﹂
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
た
ん
に
自
身
の

行
為
と
そ
の
結
果
の
因
果
関
係
を
了
解
し
て
い
る
と
い
う
認
知
の
い
と
な
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
死
と
い
う
結
果
が
お

と
ず
れ
る
こ
と
を
﹁
求
め
る
﹂、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
﹁
受
容
す
る
﹂
と
い
う
、
よ
り
一
層
能
動
的
な
意
思
や
決
断
、
感
情
な
ど
と
分
か

ち
が
た
く
結
び
つ
い
た
無
限
に
複
雑
な
心
的
過
程
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
自
殺
の
定
義
に
、
直
接
の
感
覚
与
件
と
は
な
り
え
な
い
意
図
、
覚
悟
、
意
思
、
決
断
な
ど
行
為
者
の
心

の
内
面
に
か
か
わ
る
要
素
を
と
り
こ
ん
で
い
る
。
し
か
も
、
彼
は
こ
の
定
義
に
示
さ
れ
て
い
る
自
殺
と
い
う
不
条
理
で
非
日
常
的
な
行
為
の

構
造
が
、
一
般
的
な
日
常
的
行
為
に
も
あ
て
は
ま
る
と
い
う
。

　
﹁
じ
っ
さ
い
、
こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
自
殺
と
は
、
世
の
通
念
に
反
し
、
他
の
種
々
の
行
為
様
式
と
ま
っ
た
く
か
け
離
れ
た
事
実
群
、

つ
ま
り
、
そ
れ
ら
と
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
孤
立
し
た
一
種
の
異
常
現
象
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
、
他
の
種
々

の
行
為
様
式
と
一
連
の
媒
介
を
へ
て
切
れ
目
な
く
む
す
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
し
め
さ
れ
る
。
自
殺
は
、
日
常
的
行
為
の
極
端
化
さ

れ
た
も
の
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
事
実
、
当
人
が
自
分
の
生
に
終
止
符
を
う
つ
行
為
に
身
を
ま
か
せ
る
と
き
、
そ
の
行
為
が

一
般
に
ど
の
よ
う
な
結
果
を
ま
ね
く
も
の
で
あ
る
か
を
熟
知
し
て
い
れ
ば
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
自
殺
な
の
で
あ
る
﹂）
₁₂
（

。

　
﹁
行
為
の
結
果
を
熟
知
し
て
い
る
﹂
こ
と
、
つ
ま
り
行
為
の
結
果
を
﹁
承
知
﹂
な
い
し
﹁
予
知
﹂
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て

ま
た
行
為
に
は
、
そ
の
結
果
を
﹁
意
図
﹂
し
、
あ
る
い
は
﹁
受
け
入
れ
る
﹂
な
ど
何
ら
か
の
主
観
的
要
素
が
伴
う
と
い
う
点
に
、
デ
ュ
ル
ケ

ム
は
自
殺
も
含
め
た
お
よ
そ
人
間
の
行
為
に
共
通
す
る
基
本
的
特
徴
を
見
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
限
り
で
、彼
は
行
為
者
の
意
思
、

志
向
、
決
断
な
ど
行
為
の
内
な
る
主
観
的
要
素
に
眼
を
向
け
、
行
為
に
お
け
る
﹁
意
味
﹂
の
問
題
の
重
要
性
を
明
確
に
認
識
し
て
い
た
と
い

七
九
五



（　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
四
巻
三
号�

三
二
〇

デ
ュ
ル
ケ
ム
の
行
為
論

っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
こ
の
よ
う
な
行
為
の
捉
え
方
や
行
為
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
は
、
彼
の
方
法
論
上
の
原

則
や
そ
れ
を
実
践
し
た
﹃
自
殺
論
﹄
に
お
け
る
自
殺
の
動
機
論
的
解
釈
の
排
除）
₁₃
（

と
矛
盾
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、

デ
ュ
ル
ケ
ム
が
自
殺
を
定
義
し
た
箇
所
で
、
他
殺
や
不
慮
の
死
は
﹁
た
や
す
く
識
別
さ
れ
る
一
特
徴
に
よ
っ
て
見
分
け
ら
れ
る
。
と
い
う
の

は
、
個
人
が
自
分
の
行
為
の
自
然
に
行
き
つ
く
結
果
を
あ
ら
か
じ
め
承
知
し
て
ふ
る
ま
っ
た
の
か
ど
う
か
を
見
分
け
る
こ
と
は
、
解
き
え
な

い
問
題
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
﹂）
₁₄
（

と
述
べ
て
い
る
の
は
、﹁
公
言
し
た
方
法
的
立
場
と
の
整
合
性
を
た
も
つ
た
め
に
あ
え
て
し
た
一
種
の
強
弁
﹂

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か）
₁₅
（

。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
に
再
び
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
次
の
言
葉
を
引
用
す
る
に
と
ど

め
た
い
。

　
﹁
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
自
殺
の
定
義
に
お
い
て
、
方
法
的
な
矛
盾
を
露
呈
し
て
い
る
、
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
指
摘
は
そ
れ

自
体
誤
り
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
私
は
、こ
の
点
を
、必
ず
し
も
否
定
的
に
だ
け
と
る
必
要
も
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

⋮
⋮
自
殺
の
定
義
に
お
け
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
む
し
ろ
自
ら
の
課
し
た
あ
ま
り
に
リ
ゴ
リ
ス
チ
ッ
ク
な
方
法
の
枠
組
み

か
ら
溢
れ
出
ざ
る
を
得
な
い
か
れ
の
関
心
の
豊
か
な
拡
が
り
と
そ
の
ま
っ
と
う
さ
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
事
実
、

彼
自
身
、
社
会
生
活
に
お
け
る
意
識
、
精
神
、
欲
望
と
い
っ
た
主
観
的
な
も
の
の
あ
り
よ
う
に
強
烈
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
か
れ

の
自
殺
研
究
も
、
人
間
の
こ
こ
ろ
の
問
題
へ
の
深
い
問
い
か
け
が
あ
っ
て
こ
そ
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
、
と
﹂）
₁₆
（

。

　

⑵　

自
殺
と
い
う｢

行
為｣

の
実
証
主
義
的
説
明
に
対
す
る
批
判
と
そ
の
乗
り
越
え

　

自
殺
を
定
義
し
た
後
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
自
殺
を
引
き
起
こ
す
原
因
の
分
析
に
取
り
掛
か
る
が
、
そ
の
際
、
彼
は
﹃
自
殺
論
﹄
の
﹁
非
社
会

的
要
因
﹂
と
題
さ
れ
た
第
一
編
の
百
数
十
項
を
充
て
て
、
自
殺
に
つ
い
て
の
極
端
な
実
証
主
義
的
説
明
を
批
判
し
退
け
て
い
る
。
こ
こ
で
い

七
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う
自
殺
の
非
社
会
的
要
因
に
よ
る
説
明
、
あ
る
い
は
実
証
主
義
的
説
明
と
は
、
自
殺
の
原
因
を
﹁
有
機
的
・
心
理
的
傾
向
﹂
）
₁₇
（

と
彼
が
い
う
精

神
病
、
人
種
、
遺
伝
や
、﹁
宇
宙
的
要
因
﹂
と
よ
ば
れ
る
季
節
、
気
温
な
ど
の
﹁
物
理
的
環
境
﹂
の
影
響
に
求
め
る
立
場
で
あ
る
。

　

当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
精
神
病
医
な
ど
の
医
師
、
犯
罪
学
者
、
刑
法
学
者
、
人
類
学
者
達
に
よ
り
、
自
殺
や
犯
罪
に
つ
い
て
実
証
主

義
の
立
場
に
立
つ
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
が
拠
り
所
と
し
て
い
た
実
証
主
義
と
は
、
自
然
科
学
か
ら
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
人

間
の
行
動
を
決
定
論
的
に
理
解
・
説
明
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
に
哲
学
や
文
学
な
ど
多
方
面
で
大
き
な
影
響
力
を
及

ぼ
し
て
い
た
。
と
く
に
、こ
の
立
場
は
進
化
論
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
遺
伝
や
環
境
に
よ
る
宿
命
的
な
決
定
論
と
な
り
、人
々
に
は
代
々

遺
伝
的
に
継
承
さ
れ
る
良
い
性
質
と
悪
い
性
質
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
社
会
的
な
優
者
と
劣
者
を
生
み
出
す
と
す
る
そ
の
説
は
、
科

学
的
信
憑
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
当
時
の
自
殺
や
犯
罪
の
研
究
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

デ
ュ
ル
ケ
ム
が
﹃
自
殺
論
﹄
の
第
一
編
で
試
み
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
﹁
非
社
会
的
要
因
﹂、
つ
ま
り
精
神
病
、
人
種
、
遺
伝
と
い
う

い
わ
ば
生
物
学
的
要
因
や
、
季
節
、
気
温
な
ど
の
自
然
環
境
的
な
要
因
に
よ
っ
て
自
殺
と
い
う
人
間
の
行
為

0

0

0

0

0

を
説
明
し
よ
う
と
す
る
実
証
主

義
の
立
場
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
行
為
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
主
観
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
で
き
る
だ
け
排
除
し
、
行
為
を
没
意
味
的
に
、

行
為
者
に
と
っ
て
外
的
な
条
件
や
環
境
に
因
果
的
に
関
連
づ
け
よ
う
と
す
る
理
論
を
論
駁
し
、
そ
の
よ
う
な
説
明
が
妥
当
し
な
い
こ
と
を
証

明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
実
証
主
義
的
行
為
理
論
に
対
す
る
彼
の
批
判
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
へ
の
内
在
的
な
批
判
と
し

て
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
自
殺
の
要
因
を
遺
伝
に
求
め
る
考
え
方
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
反
論
の
仕
方
は
、
デ
ュ

ル
ケ
ム
の
批
判
の
ス
タ
イ
ル
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
。

　
﹁
人
び
と
を
あ
ら
か
じ
め
自
殺
へ
と
傾
向
づ
け
る
よ
う
な
遺
伝
に
も
と
づ
く
有
機
的
・
心
理
的
決
定
論
が
も
し
は
た
ら
く
な
ら
ば
、

そ
れ
は
男
女
に
ほ
ぼ
ひ
と
し
く
作
用
す
る
は
ず
で
あ
る
。
⋮
⋮
だ
が
、
実
際
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
っ
て
い
る
よ
う
に
女
子
の
自
殺
は

き
わ
め
て
少
な
く
、
男
子
の
自
殺
の
ご
く
一
部
分
を
代
表
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
り
に
遺
伝
が
こ
れ
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
力

七
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を
も
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
﹂）
₁₈
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
実
証
主
義
的
な
行
為
の
理
論
に
対
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
論
駁
は
、
相
手
の
主
張
に
見
ら
れ
る
統
計
上
の
矛
盾
や
不
整
合
を

衝
く
と
い
う
手
法
を
と
っ
て
お
り
、
自
身
の
行
為
の
理
論
を
そ
れ
ら
に
直
接
対
置
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、

例
外
と
い
っ
て
よ
い
の
は
模
倣
に
よ
る
自
殺
の
説
明
を
彼
が
批
判
し
た
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
人
間
行
為
に
つ
い
て
の
考

え
方
の
一
端
が
開
示
さ
れ
て
お
り
、
大
変
興
味
深
い
。

　

当
時
、
他
者
の
自
殺
を
反
射
的
、
伝
染
的
に
反
復
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
自
殺
が
人
々
の
注
目
を
集
め
る
一
方
、
刑
法
学
者
で
あ

り
社
会
心
理
学
者
で
も
あ
っ
た
タ
ル
ド
の
著
書
﹃
模
倣
の
法
則
﹄（
一
八
九
〇
年
）
の
影
響
も
あ
っ
て
、
人
々
の
間
で
模
倣
に
対
す
る
関
心

が
高
ま
っ
て
お
り
、
自
殺
研
究
者
も
模
倣
に
よ
る
自
殺
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
で
は
、
模
倣
と
は
ど
の
よ
う
な
現
象
を
い
う
の
だ

ろ
う
か
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
現
象
で
あ
る
。

　
﹁
わ
れ
わ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
目
前
で
起
こ
っ
た
行
為
、
な
い
し
起
こ
っ
た
の
を
知
っ
て
い
る
行
為
を
、
目
前
で
生
じ
た
か
ら
、
あ

る
い
は
そ
の
話
を
き
い
た
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
再
現
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
行
為
自
体
に
は
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
が
再
現
す

べ
き
理
由
と
な
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
内
在
的
属
性
は
な
い
。
こ
れ
を
敷
き
写
す
の
は
、
⋮
⋮
た
ん
に
敷
き
写
す
こ
と
が
目
的
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
い
だ
く
表
象
が
、
自
動
的
に
作
用
し
て
、
こ
れ
を
再
現
す
る
動
作
を
起
こ
さ
せ
る
の
だ
。
た

と
え
ば
、
あ
る
者
が
あ
く
び
を
し
、
笑
い
、
涙
を
流
す
の
を
み
て
、
そ
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
も
あ
く
び
を
し
、
笑
い
、
涙
を
流
す
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
⋮
⋮
こ
れ
は
、
そ
れ
自
体
猿
真
似
に
ほ
か
な
ら
な
い
﹂）
₁₉
（

。﹁
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
い
お
う
。
あ
る
行
為
が
、
そ
れ

に
先
だ
っ
て
他
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
同
様
の
行
為
を
直
接
の
前
件
と
し
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
表
象
と
実
行
の
あ
い
だ
に
再
現
さ

れ
た
行
為
の
内
在
的
諸
特
性
に
つ
い
て
の
ど
の
よ
う
な
明
示
的
、
黙
示
的
な
知
的
操
作
も
介
在
し
な
い
よ
う
な
ば
あ
い
、
そ
こ
に
模

倣
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
﹂）
₂₀
（

。
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こ
の
よ
う
に
、
あ
る
行
為
が
模
倣
の
結
果
で
あ
る
と
い
え
る
の
は
、
そ
れ
が
先
行
す
る
他
の
行
為
の
﹁
自
動
的
な
再
現
の
場
合
だ
け
で
あ

る
﹂）
₂₁
（

。
し
た
が
っ
て
、
一
見
模
倣
に
見
え
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
純
然
た
る
模
倣
に
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
る
共
通
の
社
会
的

な
影
響
や
規
範
が
人
々
を
同
じ
方
向
に
行
為
さ
せ
る
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
と
模
倣
に
よ
る
行
為
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
デ
ュ

ル
ケ
ム
は
い
う
。

　
﹁
人
び
と
の
集
会
の
な
か
で
あ
る
集
合
感
情
が
形
成
さ
れ
る
過
程
と
、
行
為
の
共
同
の
、
ま
た
は
伝
統
的
な
準
則
に
わ
れ
わ
れ
が
服

す
る
に
い
た
る
過
程
と
、
パ
ニ
ュ
ル
ジ
ュ
の
羊
︹
ラ
ブ
レ
ー
の
﹃
パ
ン
タ
グ
リ
ュ
エ
ル
物
語
﹄
に
由
来
し
、﹁
付
和
雷
同
者
﹂
を
意
味

す
る
︺
の
最
初
の
一
匹
に
つ
づ
い
て
残
り
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
水
に
飛
び
こ
む
よ
う
に
う
な
が
す
過
程
を
、
同
じ
名
称
で
指
し
示
す
こ
と

は
で
き
な
い
の
だ
。
共
通
に
感
じ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

、
世
論
の
権
威
に
従
う
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
し
て
他
者
の
行
な
っ
た
こ
と
を
自
動
的
に
く
り
か
え
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と

0

0

、
こ
れ
ら
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
⋮
⋮
第
三
の
場
合
に
、
は
じ
め
て
再
現
が
ま
っ
た
き
も
の
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
再
現
が
そ

れ
こ
そ
す
べ
て
で
あ
り
、
新
た
な
行
為
は
最
初
の
行
為
の
い
わ
ば
こ
だ
ま
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
あ
ら
た
な
行
為
は
、
最
初
の
行
為
の

再
現
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
再
現
は
再
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
存
在
理
由
を
も
た
な
い
し
、
一
定
の
状
況
の
も
と
で
わ

れ
わ
れ
を
模
倣
者
的
存
在
と
す
る
一
連
の
特
性
を
も
っ
ぱ
ら
原
因
と
し
て
い
る
﹂（︹　

︺
内
は
訳
注
の
説
明
に
よ
る
））
₂₂
（

。

　

デ
ュ
ル
ケ
ム
は
以
上
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
、
一
見
す
る
と
模
倣
と
見
ま
が
う
が
、
実
は
自
動
的
で
も
反
射
的
で
も
な
い
、
模
倣
と
は
異

な
る
行
為
の
具
体
例
と
し
て
、
人
び
と
の
流
行
へ
の
追
随
や
慣
行
・
慣
習
の
遵
守
を
引
き
合
い
に
出
し
、
そ
れ
ら
の
行
為
を
模
倣
に
よ
る
行

為
か
ら
分
か
つ
特
徴
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

　
﹁
人
が
あ
る
流
行
に
従
っ
た
り
、
あ
る
慣
行
を
守
っ
た
り
す
る
と
き
、
か
れ
は
他
人
が
す
で
に
や
っ
た
こ
と
や
つ
ね
に
や
っ
て
い
る

こ
と
を
行
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
⋮
⋮
こ
の
反
復
は
、
模
倣
の
本
能
と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
も
の
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

一
方
で
は
、
仲
間
と
の
交
際
を
気
持
よ
く
享
受
で
き
る
よ
う
そ
の
仲
間
の
感
情
を
傷
つ
け
ま
い
と
わ
れ
わ
れ
を
う
な
が
す
と
こ
ろ
の

七
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デ
ュ
ル
ケ
ム
の
行
為
論

同
情
に
、
他
方
で
は
、
集
合
的
な
行
動
ま
た
は
思
考
の
様
式
が
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
よ
び
起
こ
す
尊
重
の
念
に
、
ま
た
、
分
裂
を
ふ

せ
ぐ
た
め
に
、
そ
し
て
こ
の
尊
重
の
感
情
を
わ
れ
わ
れ
の
内
に
維
持
す
る
た
め
に
集
合
体
が
わ
れ
わ
れ
に
お
よ
ぼ
す
直
接
な
い
し
間

接
の
圧
力
に
も
と
づ
い
て
い
る
⋮
⋮
﹂）
₂₃
（

。﹁
わ
れ
わ
れ
が
慣
習
に
従
わ
ず
こ
れ
に
背
く
と
き
で
も
、
別
に
以
上
と
異
な
っ
た
か
た
ち
で

決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
新
し
い
思
想
や
独
創
的
な
行
動
方
式
を
採
用
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
こ

れ
ら
の
も
の
が
採
用
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
映
る
よ
う
な
そ
れ
自
体
の
特
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
⋮
⋮
い
ず

れ
の
場
合
も
、
行
為
の
表
象
と
そ
の
実
行
と
の
あ
い
だ
に
、
明
瞭
不
明
瞭
、
遅
速
の
別
は
あ
れ
、
と
も
か
く
な
ん
ら
か
の
決
定
特
性

を
も
っ
た
あ
る
評
価
か
ら
な
る
知
的
操
作
が
介
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
が
自
国
の
風
習
や
流
儀
に
同
調
す
る
そ
の
や

り
方
は
、
ま
の
あ
た
り
に
し
た
人
の
動
作
を
再
現
す
る
機
械
的
な
猿
真
似
と
な
ん
ら
共
通
す
る
も
の
で
は
な
い
。
⋮
⋮
前
者
は
、
た

と
え
明
示
的
な
判
断
の
か
た
ち
で
表
明
さ
れ
な
く
と
も
、
も
ろ
も
ろ
の
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
後
者
は
そ
う
で
は
な
く
、

他
の
い
か
な
る
心
的
媒
介
要
素
も
な
く
、
行
為
の
目
撃
と
い
う
こ
と
だ
け
で
直
接
に
生
じ
る
の
だ
﹂）
₂₄
（

。

　

以
上
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
言
葉
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
模
倣
に
よ
る
行
動
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
わ
ば
陰
画
と
し
て

描
か
れ
た
、
自
殺
を
含
む
人
間
の
行
為
に
固
有
の
性
格
で
あ
る
。
引
用
文
に
出
て
く
る
、
行
為
の
表
象
と
そ
の
実
行
の
間
に
介
在
す
る
﹁
な

ん
ら
か
の
決
定
特
性
を
も
っ
た
あ
る
評
価
か
ら
な
る
知
的
操
作
﹂
と
か
﹁
行
為
の
内
在
的
諸
特
性
に
つ
い
て
の
知
的
操
作
﹂
と
は
、
デ
ュ
ル

ケ
ム
が
随
所
で
用
い
て
い
る
別
の
言
葉
で
い
い
換
え
る
な
ら
、﹁
社
会
的
な
証
印
﹂
を
帯
び
た
行
為
に
対
し
て
人
々
が
抱
く
﹁
義
務
﹂、﹁
敬
意
﹂、

﹁
畏
れ
﹂
の
観
念
や
、
そ
う
し
た
行
為
に
対
す
る
人
々
の
﹁
同
意
﹂、
そ
れ
ら
が
実
践
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
人
々
の
﹁
判
断
﹂
な
ど
の

｢

心
的
媒
介
要
素｣

）
₂₅
（

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
自
然
的
・
物
理
的
環
境
の
非
社
会
的
な
刺
激
や
働
き
か
け
に
直
接
反
応
す
る
の
で
は
な
く
、

社
会
か
ら
の
働
き
か
け
、
あ
る
い
は
社
会
的
な
も
の
に
応
答
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
応
答
と
し
て
の
行
為
は
、
感
情
、
意
図
、

観
念
と
い
っ
た
個
々
の
行
為
主
体
に
と
っ
て
社
会
的
な
働
き
か
け
・
社
会
的
な
も
の
が
も
つ
﹁
意
味
﹂
に
導
か
れ
て
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
こ

八
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と
で
あ
る
。﹃
自
殺
論
﹄
の
第
一
編
を
通
じ
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
先
天
的
・
病
理
学
的
要
因
に
よ
る
自
殺
の
説
明
や
機
械
的
・
衝
動
的
・
反

射
的
要
因
に
よ
る
自
殺
の
説
明
を
批
判
し
斥
け
た
が
、
そ
れ
ら
を
斥
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
が
対
置
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
人
間
の
行
為
は

反
射
的
・
機
械
的
な
も
の
で
も
先
天
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ
は
感
情
、
意
図
、
観
念
な
ど
行
為
主
体
に
と
っ
て
の
﹁
意

味
﹂
を
媒
介
と
し
て
展
開
さ
れ
、
あ
る
い
は
﹁
意
味
﹂
に
対
す
る
応
答
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
、
と
い
う
行
為
の
理
論
で
あ
っ
た）
₂₆
（

。

　

⑶　

自
殺
と
社
会
規
範

　

デ
ュ
ル
ケ
ム
に
と
っ
て
自
殺
と
は
、
物
理
的
な
刺
激
に
対
す
る
機
械
的
な
反
応
行
動
で
も
な
け
れ
ば
、
生
物
学
的
な
素
質
の
宿
命
的
な
発

現
で
も
な
く
、
ま
た
反
射
的
な
模
倣
で
も
な
い
、﹁
意
味
﹂
に
よ
っ
て
導
か
れ
方
向
づ
け
ら
れ
た
行
動
、
す
な
わ
ち
﹁
行
為
﹂
で
あ
る
。
行

為
に
お
け
る
﹁
意
味
﹂
の
問
題
は
、
ま
さ
に
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
学
的
関
心
の
中
心
に
位
置
を
占
め
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
彼
が
﹁
意
味
﹂
の
問
題
に
接
近
し
て
い
く
そ
の
視
角
は
独
特
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
﹃
自
殺
論
﹄
で
と
り
あ
げ
た
自
殺

の
三
つ
の
類
型
に
即
し
て
、
彼
の
﹁
意
味
﹂
へ
の
視
角
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
伝
統
社
会
や
未
開
社
会
で
支
配
的
な
自
殺
の
型
は
、
集
団
本
位
的
自
殺
（suicide altruiste

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
社
会
で
は
、

人
々
が
き
わ
め
て
強
固
に
社
会
に
統
合
さ
れ
、
個
人
は
集
団
の
な
か
に
ほ
ぼ
完
全
に
埋
没
し
て
お
り
、
集
団
本
位
主
義
、﹁
す
な
わ
ち
、
自

我
が
自
由
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
も
の
と
合
一
し
て
い
る
状
態
、
そ
の
行
為
の
基
軸
が
自
我
の
外
部
、
す
な
わ
ち
所
属
し
て
い
る
集
団
に
お

か
れ
て
い
る
よ
う
な
状
態
﹂
）
₂₇
（

が
社
会
の
隅
々
ま
で
浸
透
し
て
い
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
に
お
け
る
自
殺
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
﹁
自
殺
が
行
な
わ
れ
る
の
は
、
当
人
が
み
ず
か
ら
自
殺
を
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
殺
を
す

0

0

0

0

る
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
か
り
に
こ
の
義
務
を
怠
る
と
、
恥
辱
を
も
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
よ
り
一
般
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的
な
ケ
ー
ス
と
し
て
は
宗
教
的
な
懲
罰
を
も
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
﹂）
₂₈
（

。

　

右
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
言
葉
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
未
開
社
会
や
伝
統
社
会
で
自
殺
を
引
き
起
こ
す
要
因
を
、﹁
人
々
を
自
殺
を
す
る
よ
う

義
務
づ
け
、
そ
れ
に
違
反
し
た
場
合
は
人
々
に
罰
を
科
す
も
の
﹂
に
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
人
々
に
一
定
の
行
為
を
行
う
こ
と
を

要
求
し
、
違
背
に
対
し
て
は
処
罰
を
科
す
も
の
と
は
、
社
会
規
範
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
主
と
し
て
伝
統
社
会
や
未
開
社
会
で
見

ら
れ
る
集
団
本
位
的
自
殺
は
、
そ
の
社
会
の
支
配
的
な
規
範
が
個
人
に
対
し
死
を
命
じ
、
あ
る
い
は
暗
黙
の
う
ち
に
死
を
推
奨
し
て
お
り
、

人
々
が
そ
う
し
た
規
範
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
自
殺
な
の
で
あ
る
。

　

デ
ュ
ル
ケ
ム
の
集
団
本
位
的
自
殺
の
分
析
に
は
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
彼
は
、
規
範
が
人
々
に
死
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
生
じ
る
自
殺
だ
け
が
集
団
本
位
的
自
殺
で
は
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
﹁
集
団
本
位
的
自
殺
が
す
べ
て
義
務
的
に
な
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
⋮
⋮
。
社
会
か
ら
こ
の
よ
う
な
表
向
き
の
強
制
は
受
け
な
い

で
、
む
し
ろ
よ
り
随
意
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
自
殺
も
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
集
団
本
位
的
自
殺
は
、
い
く
つ
か
の
変
種
を
ふ

く
ん
だ
自
殺
の
一
種
な
の
だ
﹂。﹁
人
は
表
向
き
自
殺
を
し
い
ら
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
殺
を
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の

自
殺
も
、
義
務
的
自
殺
と
本
質
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
世
論
は
た
と
え
公
に
自
殺
を
強
制
し
な
く
と
も
、
自
殺
に
与く
み

し
な
い

わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
﹂。﹁
子
ど
も
の
と
き
か
ら
生
を
重
ん
じ
な
い
こ
と
に
慣
れ
、
あ
ま
り
に
生
に
恋
々
と
す
る
者
を
さ
げ
す
む

こ
と
を
慣
わ
し
と
し
て
い
る
と
、
い
き
お
い
ま
っ
た
く
さ
さ
い
な
理
由
か
ら
も
生
を
放
棄
し
て
し
ま
う
﹂。﹁
こ
う
し
て
、
あ
る
程
度

の
自
発
性
を
お
び
た
そ
れ
ら
の
自
殺
が
生
ま
れ
る
﹂。﹁
集
団
本
位
主
義
が
、
と
く
に
直
接
的
に
、
激
し
く
自
殺
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と

も
あ
る
。
⋮
⋮
生
を
断
つ
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
こ
れ
と
い
っ
た
理
由
も
な
く
賞
賛
さ
れ
る
た
め
に
、
個
人
が
ひ
た
す
ら
犠
牲
の
喜
び

を
も
と
め
て
自
殺
す
る
こ
と
も
起
こ
る
の
だ
﹂）
₂₉
（

。

　

こ
の
引
用
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
規
範
が
人
々
に
働
き
か
け
る
そ
の
働
き
か
け
方
は
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
規
範
は
処
罰
を

八
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も
っ
て
威
嚇
し
た
り
、
強
制
力
を
行
使
し
て
命
令
的
に
人
々
を
服
従
さ
せ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
人
々
に
対
し
て
一
定
の
あ
り
方
や
ふ
る
ま
い

方
を
望
ま
し
い
﹁
価
値
﹂
と
い
う
形
で
暗
黙
の
う
ち
に
提
示
し
、
人
々
を
そ
れ
に
帰
依
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
定
の
行
為
を
導
く
こ
と
も

あ
る
。
後
者
の
場
合
、﹁
価
値
﹂
は
規
範
と
し
て
機
能
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
価
値
と
規
範
の
関
係
に
つ
い
て
簡
単
に
付
言
し

て
お
き
た
い
。

　

価
値
が
社
会
規
範
の
中
心
的
要
素
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
上
で
両
者
は
一
応
区
別
さ
れ
る
の
が
普
通

で
あ
る
。
し
か
し
、
価
値
は
﹁
行
為
を
導
く
﹃
望
ま
し
い
も
の
﹄
に
関
係
す
る
の
で
あ
り
、﹃
～
す
べ
し
（should,ought to

）﹄
と
い
う
当

為
性
を
多
か
れ
少
な
か
れ
ふ
く
ん
で
い
る
﹂。
こ
う
し
た
価
値
が
、﹁
行
為
者
の
追
求
す
べ
き
目
的
お
よ
び
採
用
さ
れ
る
べ
き
手
段
を
、
明
示

的
な
い
し
黙
示
的
に
指
し
示
し
﹂、
そ
れ
を
通
じ
て
﹁
社
会
成
員
の
行
為
を
規
制
す
る
と
き
、
こ
れ
を
社
会
規
範
と
よ
ぶ
こ
と
も
で
き
る
﹂）
₃₀
（

。

デ
ュ
ル
ケ
ム
が
先
の
引
用
文
の
な
か
で
、﹁
集
団
本
位
主
義
が
、
と
く
に
直
接
的
に
、
激
し
く
自
殺
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
も
あ
る
﹂
と
述
べ

て
い
る
の
は
、
価
値
の
こ
う
し
た
規
範
と
し
て
の
機
能
に
注
目
し
た
も
の
と
見
て
間
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
降
﹁
社
会
規
範
﹂
な
い

し
﹁
規
範
﹂
と
い
う
概
念
を
、
価
値
を
含
む
こ
う
し
た
広
い
意
味
で
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

　

以
上
の
集
団
本
位
的
自
殺
に
対
し
て
、
近
代
社
会
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
自
殺
の
型
は
、
自
己
本
位
的
自
殺
と
ア
ノ
ミ
ー
的
自
殺
で
あ
る
。

両
者
は
関
連
性
を
も
っ
て
は
い
る
が
、
前
者
が
﹁
個
人
化
﹂
が
進
み
、
個
人
が
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
に
対
し
、

後
者
は
社
会
的
規
制
が
弱
ま
っ
て
個
人
の
欲
望
が
無
限
に
肥
大
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
自
己
本
位
的
自
殺
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
近
代
化
が
進
み
、﹁
個
人
の
属
し
て
い
る
集
団
が
弱
ま
れ
ば
弱
ま
る
ほ
ど
、
個
人
は
そ

れ
に
依
存
し
な
く
な
り
、
し
た
が
っ
て
ま
す
ま
す
自
己
自
身
の
み
に
依
拠
し
、
私
的
関
心
に
も
と
づ
く
行
為
準
則
以
外
の
準
則
を
認
め
な
く

な
る
﹂。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
こ
の
よ
う
に
﹁
個
人
的
自
我
が
過
度
に
主
張
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
な
こ
の
状
態
﹂
を
自
己
本
位
主
義
と
呼
び
、﹁
常
軌
を

0

0

0

逸
し
た

0

0

0

個
人
化
か
ら
生
じ
る
こ
の
特
殊
な
タ
イ
プ
の
自
殺
﹂
）
₃₁
（

を
自
己
本
位
的
自
殺
と
命
名
し
た
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
常
軌
を
逸
し
た
個
人

八
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化
が
自
殺
を
招
来
す
る
の
は
な
ぜ
か
。

　
﹁
社
会
が
強
く
統
合
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
社
会
は
、
個
人
を
そ
の
懐
に
依
存
さ
せ
つ
づ
け
、
⋮
⋮
個
人
が
気
ま
ま
に
自
分
自
身

を
扱
う
こ
と
を
許
さ
な
い
。
⋮
⋮
し
か
し
、
も
し
も
個
人
が
こ
う
し
た
服
従
を
正
当
な
も
の
と
し
て
受
け
い
れ
る
こ
と
を
こ
ば
む
な

ら
ば
、
社
会
は
、
そ
の
権
威
を
個
人
に
強
制
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
は
ず
が
な
い
。
⋮
⋮
こ
う
し
て
個
人
が
自
分
自
身
の
運
命
の
支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

配
者
と
な
る

0

0

0

0

0

こ
と
が
許
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
、
み
ず
か
ら
の
運
命
に
終
止
符
を
う
つ
こ
と
も
彼
自
身
の
権
利
と
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
だ
か
ら
個

人
に
し
て
み
れ
ば
、
生
き
る
こ
と
の
悲
惨
を
我
慢
づ
よ
く
耐
え
し
の
ぶ
理
由
も
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
﹂（
傍
点
は
筆
者
））
₃₂
（

。

　

し
か
し
、
自
己
本
位
主
義
と
い
う
価
値
あ
る
い
は
規
範
が
自
殺
を
引
き
起
こ
す
の
は
、
右
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
だ
け
で
は
な
い
。
デ
ュ

ル
ケ
ム
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
﹁
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
理
由
は
な
お
副
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
常
軌
を
逸
し
た
個
人
主
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
も
の
は
、
た
ん
に
︹
な
に
か

別
の
︺
自
殺
の
原
因
に
つ
い
て
そ
の
作
用
を
促
進
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
自
殺
の
原
因
で
あ
る
。
こ
の
個
人
主

義
は
た
ん
に
人
間
を
自
殺
へ
追
い
や
る
傾
向
を
効
果
的
に
抑
制
し
て
い
る
障
壁
を
と
り
の
ぞ
く
だ
け
で
は
な
く
、
自
殺
へ
の
傾
向
を

ま
っ
た
く
あ
ら
た
に
創
造
し
、こ
の
個
人
主
義
の
刻
印
を
お
び
た
独
特
の
自
殺
を
生
じ
さ
せ
る
﹂。﹁
で
は
、⋮
⋮
︹
自
己
本
位
的
自
殺
︺

は
、
個
人
主
義
の
ど
ん
な
要
素
か
ら
説
明
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
﹂。﹁
生
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
に
な
ん
ら
か
の
存
在
理
由
が
み
と

め
ら
れ
る
と
き
に
、
あ
る
い
は
労
苦
に
あ
た
い
す
る
目
標
が
あ
る
と
き
に
、
は
じ
め
て
耐
え
て
い
け
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、
個
人
は
、
個
人
自
身
だ
け
で
は
自
分
の
活
動
の
十
分
な
目
標
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
個
人
は
あ
ま
り
に
も
と
る
に
た
ら

ぬ
存
在
で
あ
り
、
⋮
⋮
自
分
以
外
に
志
向
す
べ
き
対
象
を
も
た
な
い
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
努
力
も
け
っ
き
ょ
く
は
⋮
⋮
無
に
帰

さ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
⋮
⋮
こ
う
し
た
状
態
の
も
と
で
は
、
い
か
に
労
苦
を
重
ね
て
も
の
こ
る
も
の
と
て
な
い
か
ら
、
人

び
と
は
、
生
き
る
勇
気
、
す
な
わ
ち
、
行
動
し
、
た
た
か
う
勇
気
を
く
じ
か
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
﹂）
₃₃
（

。
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自
己
本
位
主
義
、
す
な
わ
ち
常
軌
を
逸
し
た
個
人
主
義
が
自
殺
を
も
た
ら
す
こ
の
よ
う
な
理
由
づ
け
に
つ
い
て
は
異
論
や
批
判
も
あ
る
だ

ろ
う
が
、
そ
の
当
否
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
自
己
本
位
主
義
と
い
う
価
値
・
規
範
を
自
殺
と
関
連
づ
け
、
そ
の
重
要
な
フ

ァ
ク
タ
ー
と
見
て
い
た
と
い
う
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
自
己
本
位
的
自
殺
と
並
ん
で
近
代
社
会
を
特
徴
づ
け
る
自
殺
と
し
て
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
重
視
し
た
ア
ノ
ミ
ー
的
自
殺
に
つ
い
て
概

観
し
て
お
こ
う
。
ア
ノ
ミ
ー
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、﹁
ア
ノ
ミ
ー
の
状
態
は
、
情パ
ツ
シ
オ
ン

念
に
た
い
し
て
よ
り
強
い
規
律
が
必
要
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
弱
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
度
を
強
め
る
﹂）
₃₄
（

と
い
う
言
葉
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
規
制
が
弱
ま

る
、
あ
る
い
は
無
く
な
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
混
乱
・
無
秩
序
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
近
代
社
会
で
は
人
び
と
の
欲
求
が
異
常
に
肥
大
化

し
、
欲
望
を
満
た
す
た
め
の
充
足
手
段
と
の
均
衡
が
失
わ
れ
る
た
め
、
人
々
は
欲
求
不
満
や
焦
燥
感
に
さ
い
な
ま
れ
、
や
が
て
幻
滅
に
囚
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
た
心
理
が
人
び
と
を
自
殺
に
走
ら
せ
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
生
じ
る
自
殺
を
ア
ノ
ミ
ー
的
自
殺

と
呼
ん
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
ア
ノ
ミ
ー
が
な
ぜ
自
殺
に
結
び
つ
き
や
す
い
の
か
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
説
明
の
一
部
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
﹁
階
級
の
上
下
を
と
わ
ず
、
欲
望
が
刺
激
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
最
終
的
に
落
ち
着
く
べ
き
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
欲
望
の
目
ざ

し
て
い
る
目
標
は
、
お
よ
そ
到
達
し
う
る
す
べ
て
の
目
標
の
は
る
か
彼か
な
た方
に
あ
る
の
で
、
な
に
を
も
っ
て
し
て
も
、
欲
望
を
和
ら
げ

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
熱
っ
ぽ
い
想
像
力
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
る
も
の
に
く
ら
べ
れ
ば
、
現
実
に
存
在

す
る
も
の
な
ど
は
色
あ
せ
て
み
え
る
の
だ
。
⋮
⋮
人
は
、
目
新
し
い
も
の
、
未
知
の
快
楽
、
未
知
の
感
覚
を
ひ
た
す
ら
追
い
求
め
る
が
、

そ
れ
ら
を
ひ
と
た
び
味
わ
え
ば
、
快
さ
も
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
し
て
失う

せ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
る
と
、
少
々
の
逆
境
に
突
然
お
そ
わ
れ

て
も
、
そ
れ
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂）
₃₅
（

。

　

こ
の
よ
う
な
欲
望
の
異
常
肥
大
と
い
う
現
象
を
招
い
た
の
は
、
第
一
に
急
激
な
経
済
発
展
が
も
た
ら
し
た
物
質
的
な
豊
か
さ
で
あ
る
。
次

八
〇
五



（　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
四
巻
三
号�

三
三
〇

デ
ュ
ル
ケ
ム
の
行
為
論

に
、
人
び
と
の
欲
望
を
規
制
し
て
い
た
伝
統
的
な
宗
教
や
道
徳
の
衰
退
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
そ
れ
ら
以
上
に
重
要
な
の
は
、

絶
え
ざ
る
欲
望
の
追
求
を
奨
励
す
る
規
範
の
出
現
を
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
示
唆
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
﹁
無
限
な
も
の
を
目
ざ
す
情パ
ツ
シ
オ
ン

念
は
、
無
規
制
的
な
意
識―

そ
れ
は
当
の
意
識
を
苛さ
い
なん

で
い
る
無
規
制
状
態
を
原
理
に
ま
で
し
て
い
る

―

の
な
か
で
し
か
生
ま
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
ね
に
卓
越
し
た
道
徳
性
の
し
る
し
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
と
も
か
く
進
歩
を
、

そ
れ
も
可
能
な
か
ぎ
り
急
速
な
進
歩
を
強
調
す
る
説
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
一
つ
の
信
仰
箇
条
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂（
傍
点
は
筆
者
））
₃₆
（

。

　

こ
の
信
仰
箇
条
と
な
っ
た
﹁
進
歩
を
強
調
す
る
説
﹂
と
は
、
人
び
と
に
、
現
状
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
絶
え
ず
向
上
を
目
指
し
、
前
進
す

る
よ
う
督
促
す
る
価
値
で
あ
り
、
規
範
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ノ
ミ
ー
的
自
殺
も
ま
た
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
お
い
て
は
、
価
値
・
規
範
に
よ

り
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
た
行
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

⑷　

行
為
の
﹁
意
味
﹂
を
も
た
ら
す
も
の

　

以
上
で
見
た
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
集
団
本
位
的
自
殺
を
典
型
と
し
て
、
自
己
本
位
的
自
殺
や
ア
ノ
ミ
ー
的
自
殺
も
ま
た
間
接
的
に

で
は
あ
れ
規
範
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、
導
か
れ
る
行
為
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
行
為
に
対
す
る
規
範
を
通
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
こ
れ
が
デ

ュ
ル
ケ
ム
の
行
為
論
を
解
明
す
る
際
の
カ
ギ
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
と
っ
て
、
自
殺
と
は
、
物
理
的
刺
激
に
対
す
る
機
械
的
な
反
応
で
も

な
け
れ
ば
生
物
的
な
素
質
の
自
動
的
な
発
現
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
規
範
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
道
徳
的）
₃₇
（

な
行
為
で
あ
り
、
有
意
味
な

行
為
で
あ
る
が
、
問
題
は
こ
の
行
為
の
有
意
味
性
を
も
た
ら
す
根
拠
を
な
に
に
求
め
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

人
間
の
行
為
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
今
日
で
は
、
こ
れ
ら
の
意
味
を
行
為
者
個
人
の
思
念
や
決
断
、
選
択
と
し
て
、

す
な
わ
ち
個
人
の
主
体
的
あ
る
い
は
主
観
的
な
意
味
付
与
の
結
果
と
し
て
捉
え
る
立
場
が
有
力
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
主
意
主
義
的
行
為
論
は

そ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
人
間
の
行
為
の
有
意
味
性
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。

八
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他
方
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
行
為
に
お
け
る
意
味
と
い
う
要
素
の
理
解
の
仕
方
に
お
い
て
、
そ
れ
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
。
彼
は
、

行
為
者
が
あ
る
意
図
を
も
っ
て
行
う
行
為
と
自
動
的
・
機
械
的
な
行
動
を
区
別
し
て
、
前
者
の
行
為
は
﹁
同
情
﹂、﹁
義
務
感
﹂、﹁
敬
意
﹂、﹁
畏

れ
﹂
な
ど
の
﹁
あ
る
評
価
か
ら
な
る
知
的
操
作
﹂
あ
る
い
は
﹁
心
的
媒
介
要
素
﹂、
す
な
わ
ち
行
為
の
﹁
動
機
﹂
や
﹁
意
図
﹂、
し
た
が
っ
て

ま
た
﹁
意
味
﹂
に
導
か
れ
て
実
行
さ
れ
る
と
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
行
為
者
の
内
に
呼
び
起
こ
す
の
は
﹁
集
合
的
な
行
動
ま
た
は
思
考
の
様

式
﹂
）
₃₈
（

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
﹁
集
合
的
な
行
動
ま
た
は
思
考
の
様
式
﹂
と
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
重
用
す
る
集
合
意
識
（conscience 

collective

）
で
あ
り
、
広
い
意
味
で
の
価
値
・
規
範
の
体
系
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
と
っ
て
、
行
為
に
意
味
と
い
う
要
素
を
与
え
る
の
は
行
為
者
個
人
で
は
な
い
。
行
為
は
、
社
会
的
な
価
値

あ
る
い
は
規
範
に
よ
っ
て
意
味
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
行
為
に
お
け
る
意
味
と
い
う
要
素
は
社
会
的
に
与
え
ら
れ
、
行
為
の

有
意
味
な
方
向
づ
け
は
社
会
的
に
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
い
わ
ゆ
る
契
約
の
﹁
非
契
約
的
要
素
﹂
に
つ
い
て
述
べ

た
以
下
の
一
節
は
、
人
間
の
行
為
を
内
側
か
ら
方
向
づ
け
る
﹁
動
機
﹂
や
﹁
意
図
﹂
な
ど
の
有
意
味
的
な
要
素
を
規
範
か
ら
導
く
彼
の
行
為

の
理
論
を
前
提
と
し
て
初
め
て
そ
の
含
意
を
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
﹁
ほ
ん
ら
い
契
約
的
な
諸
義
務
は
、
ま
さ
し
く
諸
個
人
の
意
志
の
一
致
だ
け
で
結
ば
れ
た
り
解
消
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
だ
が
、
忘
れ
て
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
よ
し
ん
ば
契
約
が
結
び
つ
け
る
力
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
力
を
契
約
に
わ
か
ち
も

た
し
め
る
の
は
社
会
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
が
契
約
さ
れ
た
義
務
を
認
可
し
な
い
ば
あ
い
を
考
え
て
み
よ
。
す
る
と
、
こ
れ

ら
の
義
務
は
、あ
る
道
徳
的
権
威
を
も
つ
以
上
に
は
で
な
い
た
ん
な
る
約
束
ご
と
に
な
っ
て
し
ま
お
う
。
だ
か
ら
、あ
ら
ゆ
る
契
約
は
、

そ
れ
を
締
結
す
る
当
事
者
た
ち
の
背
後
に
、
結
ば
れ
た
契
約
を
尊
重
さ
せ
よ
う
と
し
て
ま
さ
に
干
渉
せ
ん
ば
か
り
の
社
会
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
社
会
が
こ
の
義
務
を
強
制
す
る
力
を
与
え
う
る
の
は
、
そ
れ
自
体
で
社
会
的
価
値

の
あ
る
契
約
、
す
な
わ
ち
法
規
定
に
合
致
し
た
契
約
に
た
い
し
て
だ
け
な
の
で
あ
る）
₃₉
（

﹂。
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契
約
と
い
う
行
為
に
法
的
意
味

0

0

0

0

を
与
え
る
の
は
、
す
な
わ
ち
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
行
為
を
契
約
と
し
て
履
行
を
強
制
さ
れ
る
行
為

に
す
る
の
は
、
ま
た
、
そ
の
契
約
の
内
容
を
誠
実
に
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
感
を
契
約
当
事
者
の
意
識
に
生
み
だ
す
の
は
、

契
約
当
事
者
の
意
思
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
契
約
を
有
効
な
も
の
と
し
て
承
認
し
履
行
を
求
め
る
法
と
い
う
規
範
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
犯
罪
行
為
と
そ
れ
に
科
さ
れ
る
制
裁
（
刑
罰
）
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
記
述
の
な
か
に
も
、
人
間
行
為
の
意
味
に
対
す
る
デ
ュ

ル
ケ
ム
に
固
有
の
視
座
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

 　
﹁
制
裁
は
、
な
る
ほ
ど
行
為
の
一
帰
結
で
は
あ
る
が
、
行
為
そ
れ
自
体
か
ら
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
が
あ
ら
か
じ
め
定

め
ら
れ
た
行
為
準
則
に
か
な
う
か
否
か
に
よ
っ
て
生
じ
る
帰
結
で
あ
る
。
盗
奪
は
罰
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
罰
が
制
裁
で
あ
る
。
だ

が
制
裁
は
、
盗
奪
が
あ
れ
や
こ
れ
や
の
事
物
の
操
作
で
あ
る
が
ゆ
え
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
所
有
権
を
裏
づ
け
る
抑
止
的
な
反
応

は
、
盗
奪
、
つ
ま
り
他
者
の
所
有
権
の
侵
害
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
生
じ
る
。
盗
奪
が
罰
せ
ら
れ
る
の
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
が

0

0

0

0

0

0

0

禁
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
て
い
る
所
有
観
念
と
は
異
な
っ
た
そ
れ
を
も
つ
社
会
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
そ
う

す
れ
ば
、
今
日
で
は
盗
奪
と
考
え
ら
れ
、
か
く
な
る
も
の
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
行
為
も
、
こ
う
し
た
性
格
を
失
い
、
罰
を
与
え
ら
れ
な

く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
制
裁
は
、
行
為
が
同
一
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
し
て
も
消
滅
し
う
る
以
上
、
行
為
の
内
在
的
な
本
性
に
か
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

わ
る
も
の
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
行
為
が
そ
れ
を
許
可
し
た
り
禁
止
し
た
り
す
る
準
則
と
と
り
結
ぶ
関
係
に
、
完
全

に
規
定
さ
れ
て
い
る
﹂（
傍
点
は
筆
者
））
₄₀
（

。

　

こ
こ
で
も
ま
た
、
犯
罪
と
い
う
行
為
の
法
的
意
味

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
、
刑
罰
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
そ
の
邪
悪
さ
、
あ
る
い
は
反
社
会
性

は
、
行
為
そ
の
も
の
の
態
様
や
性
質
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
を
邪
悪
で
反
社
会
的
な
犯
罪
と
見
な
し
て
禁
止
し
、
処
罰
し
よ
う
と

す
る
法
と
い
う
規
範
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る）
₄₁
（

。

　

以
上
の
検
討
か
ら
見
え
て
く
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
的
世
界
や
行
為
の
見
方
を
要
約
的
に
示
す
な
ら
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
だ
ろ
う）
₄₂
（

。
社
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会
は
行
為
者
に
機
械
的
に
作
用
し
て
く
る
の
で
は
な
く
、
意
味
を
通
し
て
、
し
か
も
内
側
か
ら
働
き
か
け
て
く
る
。
人
間
は
、
孤
立
し
て
直

接
に
自
然
に
対
峙
し
て
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
意
味
に
満
た
さ
れ
た
社
会
と
い
う
世
界
の
な
か
で
、
ど
こ
に
い
て
も
社
会
的
な
も
の
の

影
響
を
受
け
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
規
範
が
充
満
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
な
が
ら
生
き
て
い
る
。

三　

む
す
び

　

最
後
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
行
為
の
﹁
意
味
﹂
の
問
題
に
対
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
際
の
方
法
論
上
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
、
本
稿
の
締

め
く
く
り
と
し
た
い
。

　

⑴　

自
殺
に
対
す
る
動
機
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
否
認

　

デ
ュ
ル
ケ
ム
が
自
殺
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
動
機
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
否
認
し
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
自
殺
を
引
き
起
こ
す

原
因
の
探
究
に
お
い
て
彼
が
動
機
を
排
除
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
自
殺
の
動
機
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
て
い
た
当
時
の
公
式
調
査
資
料
に
信
頼

が
お
け
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
自
殺
の
動
機
に
つ
い
て
報
告
事
務
を
担
当
し
た
役
人
達
の
検
証
が
、
い
さ
さ
か
も
評
価

の
入
り
込
む
余
地
の
な
い
事
実
に
つ
い
て
す
ら
あ
ま
り
に
も
誤
り
が
多
く
、
そ
れ
が
単
に
事
実
を
記
録
す
る
だ
け
で
な
く
、
事
実
を
解
釈
し

説
明
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
に
は
な
お
さ
ら
疑
わ
し
い
と
し
て
、
資
料
の
信
憑
性
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る）
₄₃
（

。

　

し
か
し
、
自
殺
の
動
機
に
つ
い
て
の
公
式
資
料
の
信
憑
性
に
対
す
る
疑
問
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
自
殺
の
説
明
か
ら
動
機
を
排
除
し
た
理
由

と
し
て
は
二
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
、
資
料
の
信
憑
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
後
、
そ
れ
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 　
﹁
た
と
え
そ
れ
ら
の
情
報
が
信
ず
る
に
た
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
に
は
た
い
し
て
役
に
た
つ
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
⋮
⋮
自

八
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殺
の
原
因
と
さ
れ
る
動
機
は
、
そ
れ
自
体
の
当
否
は
別
と
し
て
も
、
真
の
原
因
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
で
あ
る
﹂。
動
機
は
﹁
す
べ
て
、
よ
り

一
般
的
な
あ
る
状
態
に
も
っ
ぱ
ら
依
存
し
、
そ
の
一
般
的
状
態

0

0

0

0

0

の
⋮
⋮
反
映
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

状
態
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
⋮
⋮
動
機
の
も
と
に
い
く
ぶ
ん
と
も
自
殺
が
起
こ
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
、
自
殺
の
真
の
決
定
原
因

も
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹂。﹁
人
び
と
の
あ
げ
る
⋮
⋮
自
殺
の
動
機
、
あ
る
い
は
自
殺
者
自
身
が
自
分
の
行
為
を
説
明
す
る

た
め
に
あ
げ
る
動
機
な
ど
は
、
⋮
⋮
表
面
的
な
原
因
に
す
ぎ
な
い
⋮
⋮
。
そ
れ
ら
の
理
由
は
、
あ
る
一
般
的
状
態
の
個
人
的
な
反
映
に

す
ぎ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
の
状
態
を
ま
っ
た
く
不
正
確
に
表
現
し
た
も
の
で
し
か
な
い
﹂。﹁
そ
れ
ら
は
、
個
人
の
も
っ
て
い

る
弱
い
点―

―

個
人
に
自
己
破
壊
を
う
な
が
す
外
部
か
ら
の
流
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
も
っ
と
も
容
易
に
侵
入
で
き
る
点―

―

を
し
る
し
づ
け
て
い
る

と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
自
殺
の
動
機
は
、
そ
の
流
れ
自
体
の
一
部
分
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
流
れ
を
理

解
す
る
一
助
に
も
な
り
え
な
い
﹂。﹁
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
も
、
そ
の
一
般
的
状
態
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
個
々
人
の
意
識
に
お
よ
ぼ
す
か
も
し
れ
な
い
枝
葉
末
節
の
影
響
に
か
か
ず
ら
わ
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
﹂（
傍
点
は
筆
者
））
₄₄
（

。

　

こ
こ
で
自
殺
の
真
の
決
定
原
因
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
﹁
一
般
的
状
態
﹂
や
﹁
自
己
破
壊
を
う
な
が
す
外
部
か
ら
の
流
れ
﹂

が
、﹁
個
々
人
の
意
識
の
う
え
に
強
制
的
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
う
る
と
い
う
固
有
の
性
格
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
、
行
為
も

し
く
は
思
考
の
様
式
﹂
）
₄₅
（

か
ら
な
る
集
合
意
識
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
自
殺
の
動
機
や
意
図
な
ど
自
殺

と
い
う
行
為
の
有
意
味
的
要
素
は
社
会
的
に
、
す
な
わ
ち
価
値
・
規
範
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
と
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
行
為
の
理
論
の
視
座
に

立
て
ば
、
自
殺
の
原
因
を
動
機
や
意
図
そ
の
も
の
に
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
個
人
の
意
識
に
引
き
起
こ
す
源
泉
で
あ
る
価
値
・
規
範
の
体
系
、

す
な
わ
ち
集
合
意
識
に
求
め
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
理
論
的
立
場
か
ら
必
然
的
に
導
か
れ
る
当
然
の
帰
結
と
い
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
動
機
や
意
図
な
ど
行
為
の
有
意
味
的
要
素
に
も
、
そ
れ
ら
が
価
値
・
規
範
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ

ら
を
生
み
出
し
た
源
泉
で
あ
る
価
値
・
規
範
の
内
容
が
あ
る
程
度
反
映
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
動
機
や
意
図
な
ど
に
反
映
さ
れ
て
い
る

八
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価
値
・
規
範
は
、
そ
れ
ら
を
思
念
あ
る
い
は
表
象
す
る
諸
個
人
の
個
別
的
諸
条
件
に
よ
り
大
き
な
変
容
を
受
け
、
個
人
的
な
刻
印
が
与
え
ら

れ
て
い
る
た
め
、
動
機
や
意
図
そ
の
も
の
を
自
殺
の
純
粋
な
原
因
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る）
₄₆
（

。

　

⑵　

方
法
論
の
テ
ー
ゼ

　

動
機
や
意
図
な
ど
が
以
上
の
意
味
に
お
い
て
自
殺
の
真
の
原
因
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
い
く
ら
分
析
し
て
み
て
も
、
自
殺
の
原

因
を
完
全
な
形
で
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
殺
と
い
う
人
間
行
為
の
原
因
は
、
動
機
や
意
図
と
い
っ
た
個
人
の
内
面

的
要
素
に
で
は
な
く
、
そ
の
外
部
に
存
在
す
る
価
値
・
規
範
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
そ
の
方
法
論
を
体
系
的
に
論
じ
た
﹃
社
会
学
的
方
法
の
規
準
﹄
に
お
い
て
、
人
間
的
・
社
会
的
事
象
（
彼
が
多
用
す
る

言
葉
で
い
え
ば
社
会
的
事
実
）、
な
か
で
も
価
値
・
規
範
の
体
系
で
あ
る
集
合
意
識
を
﹁
物
と
し
て
扱
う
﹂
と
い
う
有
名
な
方
法
論
の
テ
ー

ゼ
を
提
唱
し
た
。
し
か
し
、
社
会
的
事
実
を
﹁
物
と
し
て
扱
う
﹂
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
ば
ら
く
、
彼
の
言
葉
に
即
し
て

そ
の
意
味
を
探
っ
て
み
よ
う
。

　
　

 　
﹁
社
会
的
諸
事
実
は
物
の
よ
う
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
方
法
の
ま
さ
し
く
根
底
を
な
し
て
い
る
命
題

は
、
も
っ
と
も
多
く
の
反
論
を
よ
び
お
こ
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
筆
者
が
社
会
的
世
界
の
現
実
を
外
的
世
界
の
現
実
と
お
な
じ

よ
う
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
、
人
は
奇
妙
で
言
語
道
断
な
こ
と
と
考
え
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
こ
の
同
一
視
の
意
味
と
範
囲
を
妙
に
誤
解

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
一
視
の
ね
ら
い
は
、
⋮
⋮
だ
れ
も
が
後
者
に
み
と
め
る
の
と
少
な
く
と
も
同
程
度
の
現
実
性
を
、
前
者
に
た

い
し
て
も
要
求
す
る
こ
と
に
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
筆
者
は
、
社
会
的
事
実
を
物
質
的
な
物
で
あ
る
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
い
か
に
異
な

る
様
式
を
と
っ
て
い
る
に
せ
よ
物
質
的
な
物
と
お
な
じ
資
格
に
お
け
る
物
で
あ
る
、
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。八
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は
た
し
て
物
と
は
な
に
か
。
⋮
⋮
お
よ
そ
物
と
は
、
知
性
に
と
っ
て
ご
く
自
然
に
は
洞
察
し
え
な
い
よ
う
な
い
っ
さ
い
の
認
識
の
対

象
で
あ
り
、た
ん
な
る
精
神
的
な
分
析
方
法
に
よ
っ
て
は
適
切
に
そ
の
概
念
を
構
成
し
え
な
い
よ
う
な
い
っ
さ
い
の
も
の
、さ
ら
に
は
、

精
神
が
み
ず
か
ら
の
内
か
ら
脱
し
て
、
観
察
と
実
験
を
通
じ
て
、
も
っ
と
も
外
面
的
で
接
近
し
や
す
い
特
質
か
ら
も
っ
と
も
感
知
し
が

た
い
根
底
に
あ
る
特
質
へ
と
徐
々
に
す
す
ん
で
い
く
と
い
う
条
件
に
お
い
て
し
か
理
解
さ
れ
る
に
い
た
ら
な
い
い
っ
さ
い
の
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
種
類
の
事
実
を
物
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
⋮
⋮
そ
れ
ら
の
事
実
に
、
あ
る
一
定
の
心
的
態
度
を

も
っ
て
観
察
を
く
わ
え
る
こ
と
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
何
で
あ
る
か
が
ま
っ
た
く
し
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
、
そ
れ
ら
の
特
徴
的
な
属
性
、
お
よ
び
こ
れ
を
規
定
し
て
い
る
未
知
の
原
因
は
細
心
を
き
わ
め
た
内
省
を
も
っ
て
し
て
も
見
い

だ
さ
れ
え
な
い
こ
と
、
を
原
則
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
﹂）
₄₇
（

。

　

以
上
の
方
法
論
の
テ
ー
ゼ
を
要
約
す
る
な
ら
、
人
間
の
外
部
に
物
理
的
な
物
と
同
様
に
厳
然
た
る
現
実
性
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
社
会

的
事
実
は
、
人
間
の
内
部
に
分
析
の
目
を
向
け
、
社
会
的
事
実
を
生
み
出
し
た
精
神
的
過
程
を
考
察
す
る
と
い
う
や
り
方
で
は
解
明
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
観
察
や
実
験
な
ど
の
経
験
的
方
法
に
よ
り
外
部
か
ら
少
し
ず
つ
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
ほ
か
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
テ
ー
ゼ
で
個
人
の
内
面
的
・
精
神
的
要
素
を
分
析
し
て
も
社
会
的
事
実
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
﹁
共
同
生
活
か
ら
の
帰
結
で
あ
り
、
諸
個
人
の
意
識
の
あ
い
だ
に
取
り
交
さ
れ
る
作
用
お
よ
び
反
作
用
の
所

産
﹂
）
₄₈
（

だ
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
個
人
は
社
会
的
事
実
の
形
成
に
際
し
て
一
定
の
役
割
を
演
じ
る
。
し
か
し
、﹁
各
人
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ

集
合
体
の
行
動
の
小
さ
な
部
分
に
参
加
す
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
は
多
数
の
協
力
者
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
諸
々
の
他
者
の
意
識
の
内
が
わ
に

生
じ
て
い
る
こ
と
が
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
か
ら
逃
れ
去
る
﹂。
さ
ら
に
、
社
会
的
事
実
の
多
く
は
、﹁
先
行
世
代
か
ら
既
成
物
の
か
た
ち
で

受
け
つ
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
形
成
に
わ
れ
わ
れ
は
な
ん
ら
関
与
し
て
い
ず
、
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
自
問
し
て
み
て
も
、

そ
れ
ら
を
生
み
だ
し
た
諸
原
因
は
知
ら
れ
る
も
の
で
は
﹂）
₄₉
（

な
い
の
で
あ
る
。

八
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こ
こ
で
今
一
度
、
自
殺
に
対
す
る
動
機
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
否
認
の
問
題
に
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ

ム
が
自
殺
の
説
明
か
ら
動
機
や
意
図
な
ど
自
殺
者
個
人
の
内
面
的
・
精
神
的
要
素
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
社
会
的
事
実
、

す
な
わ
ち
価
値
・
規
範
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
個
人
的
な
反
映
に
す
ぎ
な
い
た
め
で
あ
り
、
し
か
も
不
正
確
な
表
現
で
し
か
な
い
か
ら

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
以
上
で
見
た
方
法
論
の
テ
ー
ゼ
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、
さ
ら
に
二
つ
の
理
由
が
そ
れ
に
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
一
つ
は
動
機
や
意
図
な
ど
の
個
人
的
要
素
に
よ
っ
て
は
集
合
的
事
象
で
あ
る
価
値
・
規
範
を
十
分
に
説
明
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
あ
り
、

他
の
一
つ
は
そ
れ
ら
要
素
が
可
感
的
・
経
験
的
な
与
件
と
は
な
り
え
な
い
と
い
う
理
由
で
あ
る
。﹁
意
図
に
か
ん
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
は
、

科
学
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
に
は
あ
ま
り
に
も
主
観
的
に
す
ぎ
る
の
で
あ
る
﹂）
₅₀
（

。

　

⑶　

デ
ュ
ル
ケ
ム
の
理
論
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
そ
の
意
義

　

デ
ュ
ル
ケ
ム
の
動
機
の
取
扱
い
方
や
方
法
論
を
め
ぐ
っ
て
は
検
討
す
べ
き
問
題
が
数
多
く
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
実
証
主
義
的
な
方
法
的
立

場
と
そ
れ
に
対
抗
的
な
行
為
論
の
立
場
の
間
に
見
ら
れ
る
デ
ィ
レ
ン
マ
の
問
題
に
絞
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

動
機
や
意
図
と
い
っ
た
行
為
の
意
味
的
要
素
を
自
殺
の
説
明
か
ら
排
除
し
、
も
っ
ぱ
ら
法
の
規
則
、
道
徳
、
宗
教
教
義
と
い
っ
た
感
覚
的
・

経
験
的
与
件
を
通
し
て
外
部
か
ら
社
会
的
事
実
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
方
法
的
立
場
に
は
、
確
か
に
実
証
主

義
あ
る
い
は
自
然
主
義
の
残
滓）
₅₁
（

が
色
濃
く
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
、
彼
は
動
機
や
意
図
な
ど
人
間
の
行
為
を
内
側
か
ら
方
向

づ
け
る
有
意
味
的
な
要
素
に
関
心
を
向
け
、
そ
れ
ら
に
独
自
の
位
置
を
与
え
る
、
実
証
主
義
に
対
抗
的
な
行
為
の
理
論
を
展
開
し
た
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
行
為
観
は
、
考
察
対
象
を
客
体
化
し
、
自
然
科
学
を
範
と
し
て
こ
れ
を
経
験
的
に
分
析
し
よ
う
と
す
る
意
味
排
除
的
な
方
法

的
立
場
と
は
本
来
、
相
容
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
不
断
の
デ
ィ
レ
ン
マ
が
存
在
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
人
間
行
為
に
お
け
る
﹁
意
味
﹂
の
問
題
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
関
心
の
中
心
に
位
置
し
て
い

八
一
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た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
人
間
行
為
に
つ
い
て
、
か
つ
て
タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、﹁
人
間
は
主
観
的
動
機
に
基
づ
い
て
行
為
す
る

と
い
う
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
う
解
釈
さ
れ
よ
う
と
、
や
は
り
事
実
で
あ
る
﹂）
₅₂
（

と
述
べ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
人
間
行
為
に
対
す
る
見
方
は
、

そ
の
ま
ま
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
も
の
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

他
方
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
人
間
諸
科
学
が
次
々
と
哲
学
か
ら
の
独
立
を
果
た
し
て
そ
の
地
歩
を
築
き
つ
つ
あ
っ
た
一
九
世
紀
の
末
葉
に
あ

っ
て
、
社
会
学
を
科
学
と
し
て
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
腐
心
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
彼
の
描
い
て
い
た
科
学
像
や
科
学
と
し
て
の
社
会
学
の
姿

は
、
次
の
言
葉
の
中
に
明
瞭
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

 　
﹁
科
学
的
心
理
学
⋮
⋮
が
真
に
誕
生
を
み
る
の
は
、
⋮
⋮
意
識
の
状
態
は
そ
れ
を
感
じ
て
い
る
意
識
を
通
し
て
で
は
な
く
、
外
部
か

ら
考
察
さ
れ
う
る
し
、
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
見
方
に
人
び
と
が
つ
い
に
到
達
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
﹂。﹁
い
ま

や
社
会
学
に
お
い
て
も
な
し
と
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
進
歩
で
あ
る
。
社
会
学
は
、
い
ま
だ
ほ
と
ん
ど
主
観
的
な
段
階
を

越
え
て
い
な
い
が
、
こ
こ
か
ら
客
観
的
な
段
階
へ
と
移
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
﹂。﹁
と
こ
ろ
で
、
こ
の
移
行
を
達
成
す
る
こ
と

は
、
心
理
学
の
ば
あ
い
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
﹂。﹁
社
会
的
事
実
は
、
は
る
か
に
自
然
に
、
そ
し
て
直
接
的
に
物
と
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
特

徴
を
お
び
て
い
る
。
法
律
は
さ
ま
ざ
ま
な
法
典
の
な
か
に
存
し
、
日
常
生
活
の
い
ろ
い
ろ
な
動
き
は
統
計
の
数
字
や
歴
史
の
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
の
う
ち
に
、
流
行
は
衣
装
の
う
ち
に
、
美
的
趣
味
は
芸
術
作
品
の
う
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
刻
印
さ
れ
て
い
る
﹂。﹁
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
を

物
と
い
う
側
面
に
お
い
て
と
ら
え
る
の
に
、
な
に
も
四
苦
八
苦
し
て
工
夫
を
こ
ら
す
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
﹂）
₅₃
（

。

　

こ
の
よ
う
な
科
学
の
捉
え
方
が
、
人
間
的
・
社
会
的
事
象
に
対
す
る
か
な
り
一
面
的
な
認
識
態
度
を
生
む
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
観
察

に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
感
覚
的
所
与
が
認
識
対
象
の
す
べ
て
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
的
・
社
会
的
事
象
の
意
味
を
十
分
に
捉
え
る
こ
と
は

で
き
ず
、
そ
の
認
識
は
皮
相
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
法
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、﹁﹃
法
﹄
と
い
う
も
の
も
、

結
局
は
、
ひ
と
び
と
が
そ
れ
が
﹃
法
﹄
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
つ
ま
り
は
一
つ
の
法
﹃
意
識
﹄
な
い
し
は
法
的
﹃
イ
デ
オ

八
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ロ
ギ
ー
﹄
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
﹃
観
念
﹄
を
離
れ
て
﹃
法
﹄
が
何
か
純
客
観
的
な
存
在
を
も
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
﹂）
₅₄
（

の
で
あ
り
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
い
う
よ
う
に
法
典
と
い
う
感
覚
的
所
与
だ
け
を
考
察
し
て
い
て
は
、
法
が
人
々
や
社
会
に
対
し
て

も
つ
意
味
を
十
分
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
が
も
つ
意
味
を
十
全
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
社
会
に
生
き
る
人
々
の
法
意
識
を
生
き
た
形

で
解
明
す
る
た
め
の
知
的
取
組
み
と
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
方
法
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
﹁
社
会
諸
現
象
は
、そ
れ
ら
を
表
象
す
る
意
識
主
体
か
ら
切
り
離
し
て
、そ
れ
自
体
に
お
い
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
い
﹂）
₅₅
（

と
し
て
、人
々

の
行
為
の
動
機
や
意
図
、
ま
た
、
社
会
的
事
実
に
つ
い
て
人
々
が
い
だ
い
て
い
る
生
き
生
き
と
し
た
意
識
を
捨
象
し
よ
う
と
す
る
デ
ュ
ル
ケ

ム
の
方
法
的
立
場
は
、
お
そ
ら
く
今
日
的
な
批
判
に
耐
え
う
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
確
か
に
人
間
に
お
け
る
﹁
意
味
﹂

の
問
題
の
重
要
性
を
認
識
し
、
彼
の
思
想
や
理
論
も
そ
の
問
題
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
社
会
的
事
実
を
自
然
科
学
の
対
象

の
よ
う
に
客
体
化
し
う
る
と
す
る
方
法
的
立
場
を
つ
い
に
は
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
行
為
や
社
会
的
事
実
を
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い

る
主
観
的
な
意
味
に
即
し
て
把
握
し
解
明
す
る
た
め
の
方
法
を
手
に
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
思
想
や
理
論

の
限
界
、
あ
る
い
は
デ
ィ
レ
ン
マ
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
と
は
い
え
、﹁
意
味
﹂
を
主
題
化
し
、
方
法
論
上
の
限
界
の
制
約
を
受
け
つ
つ
も

そ
の
究
明
に
取
り
組
ん
だ
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
理
論
は
、
確
か
に
そ
れ
以
前
の
社
会
理
論
と
は
一
線
を
画
す
革
新
性
を
は
ら
む
も
の
で
あ

り
）
₅₆
（

、
そ
の
限
り
で
彼
も
ま
た
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
は
異
な
る
面
か
ら
で
は
あ
る
が
、
現
代
の
社
会
学
理
論
、
と
り
わ
け
行
為
論
に
貢
献
し
た
一

人
と
し
て
そ
の
意
義
は
正
当
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
）　

以
下
の
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
思
想
動
向
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
木
田
元
﹁
社
会
学
と
現
象
学
﹂（﹃
社
会
科
学
の
方
法
﹄
Vol.
８
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七

五
年
）
と
生
松
敬
三
・
木
田
元
﹃
理
性
の
運
命
﹄
中
公
新
書
、
一
九
七
六
年
の
該
当
箇
所
を
適
宜
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）　

こ
こ
で
い
う
実
証
主
義
と
は
、
自
然
科
学
を
モ
デ
ル
と
し
た
方
法
で
人
間
的
・
社
会
的
事
象
を
認
識
、
あ
る
い
は
説
明
し
よ
う
と
す
る
立
場
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
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い
て
、
木
田
元
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。﹁
少
し
限
定
し
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
僕
は
﹃
実
証
主
義
﹄
と
い
う
の
を
、
こ
ん
な
意
味
に
使
っ
て
い
い
の

で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
十
九
世
紀
半
ば
ご
ろ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
人
間
諸
科
学
、
た
と
え
ば
心
理
学
や
社
会
学
や
歴
史
学
や
言
語
学
と
い
っ
た
も
の
が
、
哲
学
か
ら
離
れ

て
科
学
と
し
て
自
立
し
は
じ
め
ま
す
ね
。
⋮
⋮
そ
の
際
こ
れ
ら
の
科
学
は
、
自
然
科
学
の
方
法
を
モ
デ
ル
に
し
て
自
分
た
ち
の
方
法
を
組
み
立
て
る
。
当
然
、
そ
の
方
法
論
的

前
提
と
そ
の
限
界
ま
で
も
う
け
つ
ぐ
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
そ
う
い
う
自
然
科
学
の
方
法
を
模
範
に
し
て
、
人
間
的
・
社
会
的
現
象
を
見
て
ゆ
く
よ
う
な
一
般
的

風
潮
を
、
実
証
主
義
的
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
⋮
⋮
﹂（
生
松
敬
三
・
木
田
元
﹃
理
性
の
運
命
﹄
中
公
新
書
、
一
九
七
六
年
、
二
六
ペ
ー
ジ
）。

　
　
　

ま
た
、
宮
島
喬
氏
も
同
様
の
見
方
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。﹁
こ
の
言
葉
は
一
般
的
な
意
味
で
使
う
と
き
に
は
し
ば
し
ば
、
経
験
的
と
い
う
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
に
な

り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
十
九
世
紀
の
科
学
思
想
と
し
て
実
証
主
義
的
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
き
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
、
と
く
に
人
間
的
な
事
象
を
も
、
自
然
科
学
と
同
じ
よ

う
に
、
観
察
と
因
果
的
推
論
に
よ
り
な
が
ら
説
明
し
得
る
と
考
え
る
立
場
を
指
し
、
経
験
的
方
法
と
い
う
の
と
少
し
意
味
が
違
い
ま
す
﹂（
宮
島
喬
﹃
デ
ュ
ル
ケ
ム
﹁
自
殺
論
﹂

を
読
む
﹄
岩
波
セ
ミ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
ス
29
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
三
六
ペ
ー
ジ
）。

（
3
）　

木
田
元
﹁
社
会
学
と
現
象
学
﹂（﹃
社
会
科
学
の
方
法
﹄
Vol.
８
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
五
年
）、
三
ペ
ー
ジ
。

（
4
）　

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、﹁
行
為
﹂
を
﹁
単
数
或
い
は
複
数
の
行
為
者
が
主
観
的
な
意
味
を
含
ま
せ
て
い
る
限
り
の
人
間
行
動
﹂
と
し
た
上
で
、﹁
社
会
的
﹂
行
為
と
は
﹁
単
数
或
い

は
複
数
の
行
為
者
の
考
え
て
い
る
意
味
が
他
の
人
々
の
行
動
と
関
係
を
持
ち
、
そ
の
過
程
が
こ
れ
に
左
右
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
﹂
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
社
会
学
に

つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
﹁
社
会
的
行
為
を
解
釈
に
よ
っ
て
理
解
す
る
と
い
う
方
法
で
社
会
的
行
為
の
過
程
お
よ
び
結
果
を
因
果
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
科
学
﹂
で
あ
る
と

定
義
し
て
い
る
（
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
清
水
幾
太
郎
訳
﹃
社
会
学
の
根
本
概
念
﹄
岩
波
文
庫
、
一
九
七
六
年
、
八
ペ
ー
ジ
）。

（
5
）　É

m
ile D

urkheim
, L

es règles d
e la

 m
éth

od
e sociologiqu

e, 1895, 19
e édition, P.U

.F., 1977, p.27.

以
下R

M
S

と
略
記
す
る
。
宮
島
喬
訳
﹃
社
会
学
的
方
法
の

規
準
﹄
岩
波
文
庫
、
一
九
七
八
年
、
九
〇
ペ
ー
ジ
。

（
6
）　R

M
S

, p.15. 

邦
訳
、
七
一
ペ
ー
ジ
。
原
文
の
傍
点
は
省
略
し
た
。

（
7
）　

デ
ュ
ル
ケ
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
自
殺
の
解
明
に
お
け
る
意
図
や
動
機
の
第
一
義
性
を
否
定
し
て
い
る
。﹁
で
は
、
死
と
い
う
結
果
を
ま
ね
く
行
為
が
、
当
人
に
よ
っ
て
、

そ
の
結
果
を
意
図
し
て
な
さ
れ
る
場
合
だ
け
が
自
殺
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
自
殺
し
た
い
と
欲
す
る
者
だ
け
が
、
真
の
自
殺
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

自
殺
と
は
み
ず
か
ら
に
た
い
す
る
意
図
的
な
殺
人
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ま
ず
、
こ
う
し
た
定
義
は
、
少
な
く
と
も
観
察
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
た

や
す
く
は
識
別
し
が
た
い
と
い
う
難
点
を
は
ら
ん
だ
特
徴
に
よ
っ
て
自
殺
を
定
義
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
特
徴
が
い
か
に
興
味
ぶ
か
く
、
ま
た
重
要
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、

右
の
難
点
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
。
ど
ん
な
動
機
が
行
為
者
を
動
か
し
た
の
か
、
か
れ
が
決
心
を
し
た
と
き
か
れ
は
死
そ
の
も
の
を
欲
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
な
に
か

別
の
目
的
を
目
ざ
し
て
い
た
の
か―

―

こ
う
い
う
こ
と
は
ど
う
に
も
知
る
す
べ
が
な
い
。
意
図
と
い
う
も
の
は
、
あ
ま
り
に
も
内
面
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
外
側
か
ら
は
お
お

八
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よ
そ
の
と
こ
ろ
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
内
省
的
な
観
察
の
目
か
ら
も
の
が
れ
さ
る
﹂（É

m
ile D

urkheim
, L

e su
icid

e:étu
d

e d
e sociologie, 1897, 

nouvelle édition, P.U
.F., 1973, p.4.

以
下S

u

と
略
記
す
る
。
宮
島
喬
訳
﹃
自
殺
論
﹄
中
公
文
庫
、
一
九
八
五
年
、
二
〇
ペ
ー
ジ
）。

（
8
）　

た
と
え
ば
、
生
松
敬
三
・
木
田
元
両
氏
の
以
下
の
よ
う
な
発
言
は
、
今
日
に
お
い
て
も
幅
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
思
想
像
・
理
論
像
を
代
弁
す
る
も
の
と
い

っ
て
い
い
だ
ろ
う
。﹁
木
田　

社
会
学
で
も
、
コ
ン
ト
以
来
の
伝
統
を
も
つ
本
場
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
者
で
は
、﹃
社
会
的
事
実
を
物
シ
ョ
ー
ズと
し
て
扱
う
﹄
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
が
、
統

率
者
で
あ
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
⋮
⋮
に
よ
っ
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
ま
さ
し
く
実
証
主
義
の
本
領
を
発
揮
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
シ
ョ
ー
ジ
ス
ム
（chosism

e

）
っ

て
い
う
ん
で
す
ね
﹂。﹁
生
松　
﹃
も
の
主
義
﹄
っ
て
い
う
こ
と
だ
﹂（
生
松
・
木
田
、
前
掲
書
、
一
四
二
ペ
ー
ジ
）。

（
9
）　

日
本
に
お
け
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
再
評
価
の
試
み
の
先
駆
的
か
つ
す
ぐ
れ
た
代
表
的
業
績
と
し
て
は
、
宮
島
喬
﹃
デ
ュ
ル
ケ
ム
社
会
理
論
の
研
究
﹄
現
代
社
会
学
叢
書
、
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
や
同
著
﹃
デ
ュ
ル
ケ
ム
理
論
と
現
代
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
が
あ
る
。
な
か
で
も
、
後
者
の
﹁
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
お
け
る
社
会
的
行
為

論
へ
の
視
座―

試
論
と
し
て―

﹂
と
題
さ
れ
た
第
四
章
で
は
、
行
為
論
の
視
角
か
ら
﹃
自
殺
論
﹄
を
綿
密
に
分
析
し
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
も
﹁
意
味
﹂
の
問
題
に
接
近
し
て

い
く
独
特
の
視
角
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
も
同
書
の
所
論
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
が
、
全
面
的
に
賛
同
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
10
）　S

u
, p.5.

邦
訳
、
二
二
ペ
ー
ジ
。
原
文
の
傍
点
は
省
略
し
た
。

（
11
）　Ibid

., p.3.

同
邦
訳
、
一
九
ペ
ー
ジ
。

（
12
）　Ibid

., p.7.

同
邦
訳
、
二
三

－

二
四
ペ
ー
ジ
。

（
13
）　

注
（
７
）
を
参
照
。

（
14
）　D

urkheim
,op.cit., p.5.

前
掲
邦
訳
、
二
二
ペ
ー
ジ
。

（
15
）　

宮
島
喬
﹃
デ
ュ
ル
ケ
ム
理
論
と
現
代
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
、
一
二
七
ペ
ー
ジ
。

（
16
）　

宮
島
喬
﹃
デ
ュ
ル
ケ
ム
﹁
自
殺
論
﹂
を
読
む
﹄
岩
波
セ
ミ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
ス
29
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
17
）　

こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
﹁
有
機
的
・
心
理
的
傾
向
﹂
と
い
う
言
葉
に
は
固
有
に
心
理
的
と
い
う
意
味
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
身
体
的
・
体
質
的
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
精
神
病
が
そ
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
、
精
神
病
は
、
社
会
的
・
人
間
的
環
境
に
よ
る
心
因
性
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
遺
伝
し
や
す
い
器
質

的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

（
18
）　S

u
, p.76.

邦
訳
、
九
五
ペ
ー
ジ
。

（
19
）　Ibid

., pp.109-110.

同
邦
訳
、
一
二
八

－

一
二
九
ペ
ー
ジ
。

（
20
）　Ibid

., p.115.

同
邦
訳
、
一
三
五
ペ
ー
ジ
。
原
文
の
傍
点
は
省
略
し
た
。
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（
21
）　Ibid

., p.116.

同
邦
訳
、
一
三
五
ペ
ー
ジ
。

（
22
）　Ibid

.,pp.114-115.

同
邦
訳
、
一
三
四

－

一
三
五
ペ
ー
ジ
。

（
23
）　Ibid

., p.112.

同
邦
訳
、
一
三
一

－

一
三
二
ペ
ー
ジ
。

（
24
）　Ibid

., p.113.

同
邦
訳
、
一
三
二

－

一
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
25
）　Ibid

., pp.112-115.

同
邦
訳
、
一
三
二

－

一
三
五
ペ
ー
ジ
。

（
26
）　

宮
島
喬
氏
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
行
為
の
理
論
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。﹁
私
は
、
こ
の
第
一
編
を
通
じ
て
の
議
論
は
、
今
日
の
社
会
学
理
論
、
わ

け
て
も
行
為
の
理
論
の
形
成
の
歴
史
の
な
か
で
、
か
な
り
エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
な
里
程
標
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
行
為
の

実
証
主
義
的
な
理
論
を
克
服
す
る
試
み
と
し
て
こ
の
部
分
は
か
な
り
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
じ
っ
さ
い
、
社
会
学
者
の
な
か
で
、
行
為
の
実
証

主
義
的
説
明
と
い
う
も
の
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
だ
け
反
駁
し
た
人
は
ち
ょ
っ
と
例
が
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
し
た
こ
と
は
、
社
会
学
史
上
も

も
っ
と
正
当
に
評
価
さ
れ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
﹂（
宮
島
喬
・
前
掲
書
、
一
九
八
九
年
、
五
四
ペ
ー
ジ
）。

（
27
）　S

u
, p.238.

邦
訳
、
二
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
28
）　Ibid

., p.236.

同
邦
訳
、
二
六
二

－

二
六
三
ペ
ー
ジ
。

（
29
）　Ibid

., pp.239-241.

同
邦
訳
、
二
六
六

－
二
六
八
ペ
ー
ジ
。

（
30
）　

宮
島
喬
﹁
社
会
規
範
﹂（﹃
現
代
社
会
学
辞
典
﹄
有
信
堂
高
文
社
、
一
九
八
四
年
、
所
収
）。
な
お
、
宮
島
氏
は
こ
の
よ
う
な
広
義
の
規
範
概
念
を
表
す
も
の
と
し
て
、﹁
価
値

規
範
体
系
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
（
宮
島
喬
・
前
掲
書
、
一
九
八
七
年
、
一
四
六
ペ
ー
ジ
、
注
（
30
））。

（
31
）　S

u
, p.223.

邦
訳
、
二
四
八
ペ
ー
ジ
。
引
用
文
の
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。

（
32
）　Ibid

., pp.223-224.

同
邦
訳
、
二
四
八

－

二
四
九
ペ
ー
ジ
。

（
33
）　Ibid

., pp.224-225.

同
邦
訳
、
二
四
九

－

二
五
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
34
）　Ibid

., p.281.

同
邦
訳
、
三
一
一
ペ
ー
ジ
。
原
文
の
傍
点
は
省
略
し
た
。

（
35
）　Ibid

., p.285.

同
邦
訳
、
三
一
六
ペ
ー
ジ
。

（
36
）　Ibid

., p.287.

同
邦
訳
、
三
一
七
ペ
ー
ジ
。

（
37
）　

デ
ュ
ル
ケ
ム
自
身
の
言
葉
で
はm

oral

に
対
応
す
る
が
、
こ
の
語
は
﹁
精
神
的
﹂
の
意
や
﹁
規
範
的
﹂
の
意
な
ど
も
含
み
、
単
一
の
日
本
語
で
表
現
す
る
こ
と
が
難
し
い
多

義
的
な
語
で
あ
る
（
宮
島
喬
﹃
デ
ュ
ル
ケ
ム
社
会
理
論
の
研
究
﹄
東
京
大
学
出
会
、
一
九
七
七
年
、
一
五
ペ
ー
ジ
、
注
⑴
）。

八
一
八
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六
四
巻
三
号�

三
四
三

（
38
）　S

u
, pp.112-113. 

邦
訳
、
一
三
二

－

一
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
39
）　É

m
ile D

urkheim
, D

e la
 d

ivision
 d

u
 tra

va
il socia

l, 1893, nouvelle édition, P.U
.F., 1973, pp.82-83. 

田
原
音
和
訳
﹃
社
会
分
業
論
﹄
現
代
社
会
学
体
系
２
、

青
木
書
店
、
一
九
七
一
年
、
一
一
四
ペ
ー
ジ
。

（
40
）　É

m
ile D

urkheim
, L

eçon
 d

e sociologie: p
h

ysiqu
e d

es m
œ

u
rs et d

u
 d

roit, P.U
.F., 1950, p.42. 

宮
島
喬
・
川
喜
多
喬
訳
﹃
社
会
学
講
義
﹄
み
す
ず
書
房
、
一

九
七
四
年
、
三
六
ペ
ー
ジ
。

（
41
）　

行
為
の
意
味
の
淵
源
を
、
そ
の
行
為
を
包
摂
す
る
規
範
に
求
め
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
同
様
の
視
点
は
、
Ｇ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
犯
罪
と
民
事
上
の
違
法
行
為
の
区
別
を
論
じ
た

な
か
に
も
見
ら
れ
る
。
彼
は
、
違
法
な
行
為
が
犯
罪
行
為
と
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
民
事
上
の
違
法
行
為
と
さ
れ
る
か
の
違
い
は
行
為
そ
の
も
の
の
性
質
に
よ
る
の
で
は
な
い

と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
犯
罪
と
民
事
上
の
違
法
行
為
は
、
遂
行
さ
れ
た
行
為
の
内
容

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
ち

ら
の
行
為
も
、
遂
行
さ
れ
た
（
あ
る
い
は
遂
行
さ
れ
な
か
っ
た
）
行
為
の
内
容
は
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
の
本
当
の
違
い
は
、
違
法
な
行
為
の
性
質
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
法
的
効
果

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
違
い
に
あ
る
の
だ
﹂（
傍
点
の
箇
所
は
原
文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
）（G

lanville W
illiam

s, L
ea

rn
in

g th
e L

a
w

, Sw
eet &

 

M
axw

ell, 13th. ed., 2006, p.4.

）。
Ｇ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
違
法
な
行
為
に
対
し
て
刑
事
上
の
法
的
手
続
き
が
取
ら
れ
る
な
ら
そ
の
行
為
は
犯
罪
と
な
る
が
、
そ

の
同
じ
行
為
に
民
事
上
の
法
的
手
続
き
が
取
ら
れ
る
な
ら
、
そ
の
行
為
は
民
事
上
の
違
法
行
為
と
な
る
。
そ
し
て
、
も
し
、
両
方
の
法
的
手
続
き
が
取
ら
れ
る
な
ら
、
そ
の
行

為
は
犯
罪
で
あ
る
と
同
時
に
民
事
上
の
違
法
行
為
で
も
あ
る
と
い
う
二
つ
の
法
的
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
42
）　

以
下
は
、
宮
島
喬
﹃
デ
ュ
ル
ケ
ム
﹁
自
殺
論
﹂
を
読
む
﹄
岩
波
セ
ミ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
ス
29
、
岩
波
書
店
、
七
二
ペ
ー
ジ
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
43
）　S

u
., p.144.

邦
訳
、
一
六
五
～
一
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
44
）　Ibid

., pp. 144, 145, 147. 

同
邦
訳
、
一
六
六
、
一
六
八
、
一
六
九
ペ
ー
ジ
。

（
45
）　R

M
S

., P
réface de la Seconde É

dition, p.X
X

. 

邦
訳
、
三
八
ペ
ー
ジ
。

（
46
）　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
社
会
現
象
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
次
の
言
葉
が
参
考
に
な
る
。﹁
そ
の
個
人
的
な
諸
表
現
に
つ
い
て
い
え
ば
、
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
ら

も
部
分
的
に
は
あ
る
集
合
的
な
モ
デ
ル
を
再
現
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
い
か
に
も
社
会
的
な
な
に
も
の
か
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
各
々
は
ま
た
、
し
か
も
相
当

な
部
分
に
お
い
て
、
個
人
の
有
機
的
・
心
理
的
構
造
な
ら
び
に
そ
の
個
人
の
お
か
れ
て
い
る
特
殊
的
な
諸
条
件
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
そ
れ

ら
は
固
有
の
意
味
で
の
社
会
学
的
な
現
象
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
個
人
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
は
、
二
つ
の
領
域
に
同
時
に
関
係
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
社
会

－

心
理
的
な
現

象
と
で
も
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
﹂（R

M
S

., p.10. 

邦
訳
、
六
一
～
六
二
ペ
ー
ジ
）。

（
47
）　Ibid

., P
réface de la Seconde É

dition, pp.X
II-X

III. 

同
邦
訳
、
二
三
～
二
四
ペ
ー
ジ
。

八
一
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デ
ュ
ル
ケ
ム
の
行
為
論

（
48
）　Ibid

., p.11.

同
邦
訳
、
六
三
ペ
ー
ジ
。

（
49
）　Ibid

., P
réface de la Seconde É

dition, p. X
IV. 

同
邦
訳
、
二
六
～
二
七
ペ
ー
ジ
。

（
50
）　Ibid

., p.95.

同
邦
訳
、
一
九
六
ペ
ー
ジ
。

（
51
）　

デ
ュ
ル
ケ
ム
の
方
法
的
立
場
は
、
実
証
主
義
的
・
自
然
主
義
的
と
性
格
づ
け
ら
れ
る
と
は
い
え
、
生
物
学
的
・
自
然
環
境
的
要
因
に
よ
る
自
殺
の
説
明
を
退
け
た
り
、
社
会

的
事
実
を
個
人
に
還
元
し
て
説
明
す
る
こ
と
（
要
素
還
元
主
義
）
を
拒
否
す
る
な
ど
、
そ
こ
に
は
実
証
主
義
や
自
然
主
義
を
克
服
す
る
企
て
も
認
め
ら
れ
る
。

（
52
）　

Ｔ
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
、
稲
上
毅
・
厚
東
洋
輔
訳
﹃
社
会
的
行
為
の
構
造
﹄
１
、
木
鐸
社
、
一
九
七
六
年
、
五
一
ペ
ー
ジ
。

（
53
）　D

urkheim
, op

. cit., p.30. 

前
掲
邦
訳
、
九
四
～
九
五
ペ
ー
ジ
。

（
54
）　

Ｆ
・
ケ
ル
ン
、
世
良
晃
志
郎
訳
﹃
中
世
の
法
と
国
制
﹄﹁
訳
者
あ
と
が
き
﹂
創
文
社
歴
史
学
叢
書
、
一
九
六
八
年
、
一
三
九
ペ
ー
ジ
。

（
55
）　D

urkheim
, op

. cit., p.28. 
前
掲
邦
訳
、
九
一
ペ
ー
ジ
。

（
56
）　

土
屋
恵
一
郎
氏
は
、
主
題
と
し
て
の
﹁
意
味
﹂
の
発
見
が
現
代
の
社
会
理
論
の
特
徴
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。﹁﹃
意
味
﹄
と
い
う
こ
と
ば
を
社
会

と
人
間
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
つ
か
う
、
こ
の
こ
と
が
確
か
に
二
〇
世
紀
の
社
会
理
論
や
人
間
に
つ
い
て
の
叙
述
を
そ
れ
以
前
の
も
の
か
ら
区
別
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
﹂

（
土
屋
恵
一
郎
﹁﹃
意
味
﹄
の
発
見
﹂﹃
木
鐸
﹄
通
信
第
三
号
、
木
鐸
社
、
一
九
八
二
年
、
二
ペ
ー
ジ
）。

八
二
〇


