
主
体
形
成
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
﹁
引
き
受
け
﹂

酒

井

麻

依

子

は
じ
め
に

初
秋
の
ボ
ル
ド
ー
︑
道
で
︑
店
で
︑
公
園
で
︑
私
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
種
や
民

族
︑
国
籍
の
人
々
と
す
れ
違
う
︒
五
ヶ
月
前
に
渡
仏
し
た
当
初
よ
り
も
意
識
さ
せ

ら
れ
る
機
会
が
減
っ
た
と
は
い
え
︑
自
分
の
フ
ラ
ン
ス
語
が
通
じ
な
い
と
き
︑
他

人
の
言
う
こ
と
が
理
解
で
き
な
い
と
き
︑
カ
フ
ェ
や
公
共
交
通
機
関
な
ど
家
の
外

で
の
適
切
な
振
る
舞
い
方
が
わ
か
ら
ず
決
ま
り
の
悪
い
思
い
を
す
る
と
き
︑
言
語

の
違
い
か
ら
ス
ペ
イ
ン
語
話
者
や
中
国
語
話
者
の
輪
の
中
に
は
自
分
が
入
っ
て
い

け
な
い
と
い
う
と
き
︑
私
は
こ
の
街
で
一
人
の
ア
ジ
ア
系
の
日
本
人
女
性
で
あ
る

こ
と
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
︒
住
み
込
む
社
会
が
変
わ
る
こ
と
で
そ
れ
ま
で
の
日
本

社
会
に
お
け
る
居
心
地
の
良
さ
が
失
わ
れ
︑
日
本
に
い
た
と
き
に
は
意
識
し
た
こ

と
の
な
か
っ
た
自
分
の
属
性
が
私
に
と
っ
て
立
ち
現
れ
て
く
る
︒
私
の
こ
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
︑
日
本
に
い
た
と
き
か
ら
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
は
思

わ
れ
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
ま
で
私
に
は
︑
そ
れ
は
私
が
そ
れ
を
通
じ
て
生
き
て
い

る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
︑
取
り
立
て
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
︒人

は
誰
し
も
︑
人
種
︑
民
族
︑
国
籍
︑
出
自
︑
職
業
︑
階
級
︑
︵
デ
ィ
ス
︶
ア

ビ
リ
テ
ィ
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
セ
ッ
ク
ス
︑
性
的
指
向
︑
信
仰
︑
容
姿
な
ど
︑
さ
ま

ざ
ま
な
属
性
や
性
質
を
帯
び
て
生
き
て
い
る
︒
そ
し
て
属
性
や
性
質
の
中
に
は
︑

当
人
に
と
っ
て
好
ま
れ
た
り
好
ま
れ
な
か
っ
た
り
す
る
も
の
が
あ
り
︑
社
会
に
お

い
て
高
く
評
価
さ
れ
た
り
︑
あ
る
い
は
﹁
普
通
﹂
と
見
做
さ
れ
た
り
す
る
も
の
が

あ
れ
ば
︑
負
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
り
︑
﹁
異
常
な
﹂
も
の
と
見
做
さ
れ
周
縁
化
さ

れ
た
り
す
る
も
の
も
存
在
す
る
︒

あ
る
人
が
自
ら
の
あ
る
属
性
な
り
性
質
を
自
覚
し
︑
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
引

き
受
け
る
と
言
わ
れ
る
と
き
︑
そ
こ
で
起
き
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の

で
あ
ろ
う
か
︒

一

他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
現
れ
る
自
己

一
-
一

対
他
存
在

ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
は
︑
他
者
に
対
し
て
現
れ
る
﹁
私
﹂
と
は
︑

﹁
他
人
の
精
神
の
中
の
一
つ
の
虚
し
い
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
﹂
︵
Sartre
1943:260
/

19︶
と
述
べ
る
︒
も
し
そ
れ
が
︑
単
に
他
者
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
の
な
ら

ば
︑
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
私
の
﹁︿
急
所
を
突
く
﹀︹
toucher︺﹂
︵
ibid.︶
こ
と
は
で

き
な
い
︒
仮
に
︑
私
が
自
分
と
似
て
も
似
つ
か
な
い
醜
い
表
情
や
下
劣
な
表
情
を

浮
か
べ
た
自
分
の
肖
像
画
を
見
せ
ら
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
︑
怒
っ
た
り
す
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
︑
私
は
恥
ず
か
し
く
感
じ
︑
動
揺
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な

い
︒﹁
羞
恥
と
は
︑
本
来
︑
自
認
で
あ
る
︒
私
は
私
が
︑
他
者
が
私
を
見
る
と
お

り
で
あ
る
こ
と
を
︑
自
認
す
る
﹂
︵
ibid.︶
︒
つ
ま
り
︑
私
が
私
に
つ
い
て
の
肖
像

画
を
見
て
恥
ず
か
し
い
と
感
じ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
︑
そ
こ
に
自
分
が
自
分

主
体
形
成
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
﹁
引
き
受
け
﹂

一
〇
九
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に
つ
い
て
自
認
し
て
い
る
性
質
を
見
出
す
か
ら
で
あ
る
︒
サ
ル
ト
ル
は
︑
こ
の
よ

う
な
他
者
に
と
っ
て
現
れ
る
﹁
私
﹂
の
こ
と
を
﹁
対
他
存
在
﹂
と
呼
ん
だ
︒

一
見
す
る
と
︑
私
の
身
体
の
い
く
つ
か
の
性
質
は
︑
他
者
が
介
入
す
る
以
前
か

ら
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
も
の
で
︑
最
初
か
ら
決
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
︒
し
か
し
サ
ル
ト
ル
は
︑
対
他
存
在
が
他
者
の
出
現
す
る
前
か
ら
︑
私
の

中
に
︑
よ
り
細
か
く
言
う
と
私
自
身
に
と
っ
て
の
私
︵
対
自
存
在
︶
の
中
に
︑
潜

勢
的
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
と
述
べ
る
︒
例
え
ば
︑
鷲
鼻
を
し
て
い
る
こ

と
︑
背
が
高
い
こ
と
︑
足
が
遅
い
こ
と
︑
あ
る
い
は
ず
る
賢
い
顔
を
し
て
い
る
な

ど
と
い
っ
た
性
質
は
︑
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
︑
つ
ね

に
何
ら
か
の
意
味
づ
け
や
価
値
づ
け
を
伴
っ
て
い
る
︒

私
の
不
器
用
や
私
の
野
卑
を
︑
潜
勢
状
態
で
︑
私
の
身
体
の
内
に
宿
ら
せ
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
︒
と
い
う
の
も
︑
私
の
不
器
用
や
私
の
野
卑
は

意
味
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
は
意
味
︹
significations︺
と
し
て
身
体
を
超
え
て

お
り
︑
そ
れ
ら
の
意
味
を
理
解
し
う
る
一
人
の
証
人
を
指
し
示
す
と
同
時

に
︑
私
の
人
間
的
実
在
の
全
体
を
指
し
示
す
か
ら
で
あ
る
︒
Sartre
1943:

260
/
20

つ
ま
り
︑
身
体
の
意
味
や
性
質
は
︑
元
か
ら
そ
れ
自
体
と
し
て
身
体
に
備
わ
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
身
体
の
意
味
や
性
質
と
は
︑
身
体
そ
れ
自
身
を

超
え
て
︑
人
間
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
つ
ま
り
他
者
の
介

入
に
よ
っ
て
初
め
て
付
与
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る(

)
︒
し
か
し
︑
対
他
存
在
が

1

他
者
に
依
存
し
て
の
み
出
現
す
る
も
の
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
そ
れ
は
私
の
身
体
な

り
︑
私
自
身
な
り
と
無
関
係
な
﹁
虚
し
い
イ
メ
ー
ジ
﹂
で
は
な
い
︒﹁
そ
の
責
任

者
は
︑
私
で
あ
る
﹂
︵
ibid.︶
︒
私
の
対
他
存
在
は
︑
他
者
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
意

味
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
本
来
私
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
そ

の
性
質
が
仮
に
他
人
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
た
ス
テ
ィ
グ
マ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑

何
ら
か
の
形
で
引
き
受
け
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
対
他
存
在
の
暴
力
性
が
あ
る
と
も

言
え
る
だ
ろ
う
︒

サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
︑
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
自
己
が
規
定
さ

れ
る
と
い
う
議
論
を
深
め
る
た
め
に
︑
次
節
に
お
い
て
は
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
を
参
照

し
よ
う
︒

一
-
二

共
に
あ
る
人
間

カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
︑﹁
人
間
の
個﹅

人﹅

は
︑﹁
ペ
ル
ソ
ナ
﹂
と
い

う
存
在
の
仕
方
を
す
る
個
人
で
あ
り
︑
言
い
換
え
れ
ば
︑
本
質
的
に
︑
一
定
の
共

同
世
界
的
な
﹁
役
割
﹂
と
い
う
存
在
の
仕
方
を
す
る
個
人
で
あ
る
﹂
︵
Löw
ith

1928:85
/
16︶
︒
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
︑
両
親
の
息
子
と
し
て
︑
妻
の
夫
と
し
て
︑

子
ど
も
た
ち
の
父
と
し
て
︑
教
師
に
と
っ
て
の
学
生
と
し
て
︑
聴
講
生
に
と
っ
て

の
講
師
と
し
て
︑
読
者
に
対
す
る
著
者
と
し
て
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
役

割
を
例
に
挙
げ
て
い
る
︒
こ
れ
を
言
い
換
え
て
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
続

け
る
︒︹

⁝
︺
つ
ま
り
︑
そ
も
そ
も
根
本
的
に
は
︑
対
応
す
る
他
者
た
ち
を
通
じ
て

自
己
自
身
と
し
て
形
式
的
に
固
定
さ
れ
る
︒
︿
君
﹀
に
と
っ
て
の
︿
私
﹀
と

し
て
︑
つ
ま
り
可
能
な
二
人
称
に
と
っ
て
の
一
﹁
人
称
︹
Person
︺﹂
と
し

て
︑
そ
れ
ゆ
え
共﹅

に﹅

あ﹅

る﹅

人﹅

間﹅

︹
M
itm
ensch
︺
と
し
て
︹
⁝
︺
規
定
さ
れ

る
︒
Löw
ith
1928:86
/
16-17

こ
の
よ
う
に
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
議
論
で
は
︑
私
と
は
初
め
か
ら
あ
る
他
者
と

﹁
共
に
あ
る
人
間
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
︑
﹁
き
み
﹂
と
対
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
︒
こ
の
引
用
に
お
い
て
﹁
対
応
す
る
他
者
た
ち
を
通
じ
て
﹂
と
述
べ
ら

一
一
〇

410



れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
︒
こ
の
表
現
か
ら
は
︑
対
に
な
る
他
者
が
複
数

で
あ
り
︑
多
様
で
あ
れ
ば
こ
そ
︑
主
体
は
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る

と
い
う
含
意
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

上
の
事
例
に
加
え
︑
別
の
箇
所
で
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
挙
げ
る
例
で
は
︑
あ
る
人

は
︑
夫
と
し
て
妻
に
︑
父
と
し
て
子
ど
も
に
︑
将
校
と
し
て
軍
人
に
﹁
属
し
﹂

︵
Löw
ith
1928:139
/
133︶
︑
軍
人
と
し
て
は
市
民
階
級
で
は
な
い
も
の
と
し
て
︑

つ
ま
り
そ
れ
を
否﹅

定﹅

す﹅

る﹅

形﹅

で﹅

市
民
階
級
に
属
し
︑
老
人
と
し
て
は
若
者
で
は
な

い
と
い
う
否﹅

定﹅

形﹅

で﹅

若
者
に
属
し
て
い
る(

)
︒
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
︑
一
方
で
は

2

︵
将
校
が
軍
人
に
属
す
る
場
合
の
よ
う
に
︶
自
分
の
周
囲
の
他
者
に
﹁
私
は
あ
の
人
の

よ
う
な
〇
〇
で
あ
る
﹂
と
同
一
化
し
︑
肯
定
的
な
形
で
属
し
︑
他
方
で
は
︑
他
者

に
︑﹁
私
は
あ
の
人
の
よ
う
な
〇
〇
で
は
な
い
﹂
と
い
う
否
定
的
な
形
で
属
し
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
す
で
に
ペ
ル
ソ
ナ
・
役
割
︑
本
稿
で
言
う
と
こ
ろ
の
属
性

と
し
て
振
る
舞
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は

﹁
他﹅

者﹅

に﹅

自
分
を
対
立
さ
せ
る
の
で
な
け
れ
ば
︑
い
か
な
る
個
人
も
自﹅

分﹅

に﹅

対﹅

し﹅

て﹅

み
ず
か
ら
を
定
立
す
る
こ
と
は
不
可
能
﹂
︵
Löw
ith
1928:263
/
387︶
で
あ
る

と
も
述
べ
て
い
る
︒

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
議
論
に
お
い
て
︑
個
人
は
そ
も
そ
も
他
者
た
ち
と
﹁
共
に
あ

る
人
間
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
ペ
ル
ソ
ナ
や
﹁
役
割
﹂
な
し
の

純
粋
な
個
人
が
最
初
に
存
在
し
︑
そ
れ
が
後
に
様
々
な
属
性
を
帯
び
て
い
く
と
い

う
図
式
に
は
な
ら
な
い
︒
む
し
ろ
逆
に
他
者
と
の
同
一
化
や
対
立
に
お
い
て
︑
他

者
と
同
じ
あ
る
い
は
異
な
る
も
の
と
し
て
の
自
己
が
分
化
︑
生
成
し
て
く
る
と
い

う
発
想
を
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
中
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
の
よ
う
に
他
者
と
の
同
一
化
や
対
立
に
お
い
て
主
体
が
生
成
す
る
と
い
う
と

き
︑
そ
の
過
程
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
手
が
か
り
と
な
る

の
が
︑
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
議
論
で
あ
る
︒

二

主
体
形
成
と
排
除

二
-
一

ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
ョ

ン
に
よ
る
同
一
化

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
は
﹃
物
質
＝
問
題
に
な
る
身
体
﹄
の
中
で
︑
セ
ッ
ク

ス
に
お
け
る
同
一
化
︵
identification
︶
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
こ
こ
で
言
う

セ
ッ
ク
ス
と
は
︑
単
な
る
解
剖
学
の
問
題
と
な
る
も
の
の
こ
と
で
は
な
い
︒
む
し

ろ
︑
ラ
カ
ン
の
主
張
と
し
て
バ
ト
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

︹
⁝
︺
セ
ッ
ク
ス
は
あ
る
人
が
処
罰
の
脅
威
の
下
で
引
き
受
け
る
一
つ
の
象

徴
的
位
置
で
あ
り
︑
つ
ま
り
あ
る
人
が
引
き
受
け
る
よ
う
強
い
ら
れ
た
位
置

で
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
強
制
は
言
語
構
造
そ
の
も
の
に
お
い
て
︑
し
た
が
っ
て

文
化
的
生
を
構
成
す
る
関
係
に
お
い
て
作
動
し
て
い
る
︒
B
utler
1993:60

/
129

そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
セ
ッ
ク
ス
は
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
強

制
は
﹁
性
化
さ
れ
た
位
置
を
引
き
受
け
よ
と
い
う
象
徴
界
の
要
求
﹂
︵
B
utler

1993:61
/
129︶
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
の
処
罰
の
脅
威
と
は
精

神
分
析
的
文
脈
に
お
け
る
去
勢
で
あ
る
︒﹁
去
勢
さ
れ
る
恐
怖
は
男
性
的
セ
ッ
ク

ス
を
引
き
受
け
る
よ
う
動
機
付
け
︑
去
勢
さ
れ
な
い
恐
怖
は
女
性
的
セ
ッ
ク
ス
を

引
き
受
け
る
よ
う
動
機
付
け
る
﹂
︵
B
utler
1993:60
/
129-130︶
と
述
べ
ら
れ
る
︒

こ
の
図
式
に
お
い
て
︑
棄
却

ア
ブ
ジ
ェ

さ
れ
た
同
性
愛
の
二
つ
の
形
象
が
潜
在
し
て
い
る
と

さ
れ
る
︒
そ
れ
は
女
性
化
さ
れ
た
フ
ァ
グ
︹
男
性
同
性
愛
者
︺
と
フ
ァ
ル
ス
化
さ

れ
た
ダ
イ
ク
︹
女
性
同
性
愛
者
︺
で
あ
る
︒
ラ
カ
ン
の
図
式
に
お
い
て
は
こ
れ
ら

の
位
置
の
い
ず
れ
か
を
占
め
る
恐
怖
に
よ
っ
て
︑﹁
言
語
内
部
の
﹂
︵
B
utler
1993:

60
/
130︶
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
︒
そ
の
位
置
と
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
︒

主
体
形
成
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
﹁
引
き
受
け
﹂
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︹
⁝
︺
異
性
愛
的
位
置
づ
け
に
よ
っ
て
性
化
さ
れ
る
一
つ
の
性
化
さ
れ
た
位

置
︑
そ
し
て
ゲ
イ
と
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
可
能
性
を
排
除
し
棄

却

ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト

す
る
運
動
を

通
じ
て
引
き
受
け
ら
れ
る
性
化
さ
れ
た
位
置
︒
B
utler
1993:61
/
130

つ
ま
り
︑
同
性
愛
を
棄
却
す
る
こ
と
を
通
じ
て
︑
暗
に
異
性
愛
で
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
た
男
か
女
と
い
う
セ
ッ
ク
ス
を
引
き
受
け
る
こ
と
︑
そ
の
よ
う
な
位
置

に
同
一
化
す
る
こ
と
が
言
語
の
内
部
︑
象
徴
界
に
参
入
す
る
際
に
強
制
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︒

そ
れ
ゆ
え
︑
バ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
︑
あ
る
人
の
︵
異
性
愛
者
と
し
て
の
︶
男
性
・

女
性
と
い
っ
た
セ
ッ
ク
ス
は
︑﹁
同
性
愛
を
犠
牲
に
し
て
︑
あ
る
い
は
む
し
ろ
同

性
愛
の
棄

却

ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン

を
通
じ
て
引
き
受
け
ら
れ
る
﹂
︵
B
utler
1993:74
/
150︶
︒
つ
ま

り
︑
異
性
愛
の
男
性
・
女
性
と
い
う
セ
ッ
ク
ス
は
︑
同
性
愛
を
︑
つ
ま
り
レ
ズ
ビ

ア
ン
と
ゲ
イ
と
い
う
立
場
を
棄
却
︑
つ
ま
り
︿
お
ぞ
ま
し
い
も
の
﹀
と
し
て
︑

﹁
社
会
生
活
の
﹁
生
存
不
可
能
な
﹂︑﹁
居
住
不
可
能
﹂
な
領
域
﹂
︵
B
utler
1993:

xiii/
6︶
と
し
て
︑﹁
予
め
排
除
︹
foreclose︺﹂
︵
ibid.︶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
引

き
受
け
ら
れ
同
一
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
現
象
を
バ
ト

ラ
ー
は
﹁
否
認
さ
れ
た
同
一
化
﹂
︵
B
utler
1993:77
/
155︶
と
名
付
け
て
い
る
︒

こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
︑
予
め
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
︵
こ
こ

で
は
セ
ッ
ク
ス
︶
を
持
た
な
い
主
体
が
存
在
し
︑
そ
れ
が
異
性
愛
の
男
や
女
に
同

一
化
す
る
︑
と
い
う
図
式
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
バ
ト
ラ
ー
は
同
書

の
冒
頭
で
︑
身
体
の
物
質
性
に
つ
い
て
改
め
て
論
ず
る
際
に
重
要
と
な
る
論
点
の

一
つ
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒

︹
⁝
︺
身
体
的
規
範
が
引
き
受
け
ら
れ
︑
我
有
化
さ
れ
︑
身
に
帯
び
ら
れ
る

過
程
が
あ
る
主
体
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑
そ
の
主

体
︑
つ
ま
り
語
る
﹁
私
﹂
は
︑
あ
る
セ
ッ
ク
ス
を
引
き
受
け
る
＝
身
に
帯
び

る
︹
assum
ing
︺
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
︑
と
再
考
す

る
こ
と
︒
B
utler
1993:xii/
6

言
い
換
え
れ
ば
︑
予
め
存
在
す
る
主
体
が
セ
ッ
ク
ス
と
い
う
身
体
的
規
範
を
引

き
受
け
︑
身
に
帯
び
る
過
程
を
経
験
す
る
︑
と
い
う
の
で
は
な
く
︑
セ
ッ
ク
ス
を

引
き
受
け
身
に
帯
び
る
と
い
う
過
程
を
通
じ
て
初
め
て
主
体
が
生
成
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
そ
の
よ
う
な
場
合
︑
こ
の
主
体
が
自
ら
を
同
一
化
し
て
い
る
の
は
異

性
愛
に
だ
け
で
は
な
い
︒
バ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
︑
実
は
︑
こ
の
主
体
は
︑
あ
ら
か

じ
め
退
け
て
お
い
た
は
ず
の
同
性
愛
に
も
ま
た
同
一
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
バ

ト
ラ
ー
は
︑﹁
異
性
愛
的
同
一
化
の
中
心
に
︑
棄
却
さ
れ
た
同
性
愛
と﹅

の﹅

同
一
化

の
可
能
性
が
あ
る
﹂
︵
B
utler
1993:74
/
150︶
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
れ
は

つ
ま
り
異
性
愛
者
に
と
っ
て
同
性
愛
は
︑
実
は
す
で
に
同
一
化
し
て
い
た
か
ら
こ

そ
︑
棄
却
す
る
必
要
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る(

)
︒
バ
ト
ラ
ー
は
こ

3

れ
を
︑﹁
主
体
そ
の
も
の
を
創
設
す
る
排
除
︹
repudiation
︺
と
し
て
︑
結
局
は

主
体
の
﹁
内
部
﹂
に
あ
る
﹂︑﹁
主
体
に
と
っ
て
の
構
成
的
外
部
﹂
︵
B
utler
1993:

p.xiii/
6︶
と
呼
ん
で
い
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
バ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
︑
あ
る
性
化
さ
れ
た
位
置
を
占
め
る
こ
と
︑

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
﹁
否
認
さ
れ
た
同
一
化
﹂︑
棄
却
︑
﹁
予
め
の
排
除
﹂

︵
ibid.︶
と
は
︑
幼
少
期
な
り
思
春
期
な
り
に
一
度
な
さ
れ
れ
ば
そ
れ
で
止
む
よ
う

な
一
過
性
の
も
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
主
体
が
常
に
行
い
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

主
体
と
し
て
常
に
生
成
し
続
け
る
︑
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
と
し
て

成
立
し
う
る
よ
う
な
絶
え
間
な
い
運
動
で
あ
る
︒

﹁
私
﹂
が
そ
の
性
化
さ
れ
た
位
置
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
︑

こ
の
﹁
私
﹂
と
そ
の
位
置
は
︑
繰
り
返
し
引
き
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

一
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保
証
さ
れ
る
の
で
あ
り
︑﹁
引
き
受
け
﹂
と
は
一
回
き
り
の
行
為
や
出
来
事

で
は
な
く
︑
反
復
的
な
実
践
で
あ
る
︒
B
utler
1993:71
/
145

そ
し
て
こ
れ
に
伴
っ
て
﹁
否
認
さ
れ
た
同
一
化
﹂
も
繰
り
返
し
生
じ
る
︒

こ
れ
は
忘
れ
ら
れ
た
過
去
に
置
き
去
り
に
さ
れ
る
埋
葬
さ
れ
た
同
一
化
で
は

な
く
︑
繰
り
返
し
平な

ら

さ
れ
埋
葬
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
同
一
化
で
あ
り
︑

主
体
が
そ
れ
に
よ
っ
て
絶
え
間
な
く
彼
/
彼
女
の
境
界
を
維
持
す
る
強
迫
的

な
排
除
で
あ
る
︒
B
utler
1993:76
/
153

あ
る
性
化
さ
れ
た
位
置
の
引
き
受
け
と
﹁
否
認
さ
れ
た
同
一
化
﹂
が
︑
絶
え
間

な
く
反
復
さ
れ
る
実
践
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
つ
ま
り
︑
記
憶
以
前
の
昔
に

セ
ッ
ク
ス
が
一
度
き
り
で
引
き
受
け
ら
れ
た
後
そ
れ
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
一
貫
す

る
と
い
う
発
想
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

こ
こ
ま
で
の
バ
ト
ラ
ー
に
関
す
る
議
論
を
ま
と
め
る
と
︑
バ
ト
ラ
ー
に
お
い

て
︑
異
性
愛
者
の
異
性
愛
者
と
し
て
の
セ
ッ
ク
ス
の
引
き
受
け
は
︑
同
性
愛
へ
の

﹁
否
認
さ
れ
た
同
一
化
﹂
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
︑
そ
し
て
こ
の
運
動
︱
︱
﹁
引

き
受
け
﹂
と
﹁
否
認
さ
れ
た
同
一
化
﹂
と
い
う
二
つ
の
運
動
が
あ
る
の
で
は
な

く
︑
一
つ
の
運
動
の
二
つ
の
側
面
で
あ
る
︱
︱
は
︑
主
体
が
生
き
て
い
く
中
で
繰

り
返
し
行
わ
れ
る
実
践
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒

二
-
二

ビ
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト

上
の
議
論
で
は
も
っ
ぱ
ら
異
性
愛
者
と
い
う
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
側
の
同
一
化
が
問

題
に
な
っ
て
い
る
が
︑
バ
ト
ラ
ー
は
こ
れ
と
同
じ
事
態
を
︑
異
性
愛
と
絶
対
的
に

対
立
す
る
レ
ズ
ビ
ア
ン
が
︑﹁
否
認
さ
れ
た
同
一
化
﹂
に
よ
っ
て
自
分
が
深
く
異

性
愛
に
依
拠
し
て
お
り
︑
そ
の
権
力
の
中
に
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
例
に
よ
っ
て
︑
異
性
愛
規
範
に
抵
抗
す
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
側
に

も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る(

)
︒
両
性
愛
者
を
別
に
す
れ
ば
︑
同
性
愛
者

4

と
し
て
主
体
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
自
ら
に
お
い
て
異
性
愛
を
﹁
予
め
排

除
﹂
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
異
性
愛
に
対
し
て
﹁
否
認
さ
れ
た
同
一
化
﹂
を
行
う
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

シ
ェ
イ
ン
・
フ
ェ
ラ
ン
の
論
文
﹁
︵
ビ
︶
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
︱
︱
レ
ズ
ビ
ア

ン
で
あ
る
こ
と
と
そ
の
戦
略
﹂
は
︑
レ
ズ
ビ
ア
ン
に
お
け
る
﹁
否
認
さ
れ
た
同
一

化
﹂
に
よ
る
主
体
形
成
の
記
述
の
一
つ
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
︒
フ
ェ
ラ
ン

は
自
ら
の
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
し
て
の
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
の
経
験
を
振
り
返
り
つ

つ
︑
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
修
正
を
﹁
ビ
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ

ト
﹂
と
い
う
新
た
な
言
葉
と
と
も
に
提
案
し
て
い
る
︒

フ
ェ
ラ
ン
は
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
︑
レ
ズ
ビ
ア
ン
を
宣

言
す
る
過
程
は
一
つ
の
開
示
で
あ
り
︑
そ
れ
以
前
に
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
真

実
を
認
識
す
る
こ
と
だ
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
こ
れ
が
意

味
す
る
の
は
︑﹁
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
は
構
築
や
選
択
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
よ
り

も
発
見
や
事
実
確
認
の
プ
ロ
セ
ス
だ
と
い
う
こ
と
﹂
︵
Phelan
1993:773
/
225︶

で
あ
る
︒
こ
の
発
想
に
基
づ
け
ば
︑
自
ら
の
何
ら
か
の
属
性
を
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ

ト
す
る
こ
と
は
︑
も
と
も
と
自
分
が
︵
例
え
ば
物
心
つ
い
た
頃
か
ら
︶
暗
黙
の
う
ち

で
あ
れ
自
覚
的
に
で
あ
れ
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
開
示
す
る
と
い
う
プ

ロ
セ
ス
で
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
意
味
で
の
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
は
︑
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
生
ま
れ
つ
き
あ
る
い
は
幼
少
期
な
ど
の
ど
こ
か
一
回
き
り
の
契

機
に
決
定
さ
れ
る
と
い
う
発
想
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
し

か
し
︑
フ
ェ
ラ
ン
は
﹁
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
﹂
の
プ
ロ
セ
ス
が
︑
開
示
で
あ
る
と

同
時
に
︑﹁
な
っ
て
ゆ
く
こ
と

ビ

カ

ミ

ン

グ

﹂
︵
p.774/226
頁
︶
で
も
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
︒

カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
と
は
︑
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
し
始
め
る
前
に
は
存
在
し

主
体
形
成
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
﹁
引
き
受
け
﹂
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て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
自
己
︱
︱
レ
ズ
ビ
ア
ン
あ
る
い
は
ゲ
イ
と
し
て
の
自

己
︱
︱
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
Phelan
1993:774
/
227

こ
こ
に
は
︑
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
を
以
前
か
ら
一
貫
し
て
レ
ズ
ビ
ア
ン
で
あ
っ

た
こ
と
を
単
に
明
か
す
行
為
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
︑
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
︑
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
し
て
の
主
体
が
形
成
さ
れ
る
と
い

う
発
想
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

さ
ら
に
フ
ェ
ラ
ン
は
ク
ィ
ア
理
論
家
で
あ
る
マ
ー
ク
・
ブ
レ
イ
シ
ア
ス
を
引
用

し
︑
ブ
レ
イ
シ
ア
ス
が
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
の
概
念
を
﹁﹁
ゲ
イ
や
レ
ズ
ビ
ア
ン

に
な
っ
て
ゆ
く
﹂
プ
ロ
セ
ス
﹂
︵
Phelan
1993:774
/
226,B
lasius:654-655︶
で
あ

り
︑﹁
自
己
の
実
践
的
な
創
造
﹂
︵
Phelan:774
/
226,B
lasius:655︶
で
あ
り
︑
さ

ら
に
は
﹁
こ
の
歴
史
の
瞬
間
に
お
い
て
レ
ズ
ビ
ア
ン
や
ゲ
イ
に
ど
の
よ
う
に
し
て

な
っ
て
ゆ
く
の
か
︑
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
発
明
し
て
い
く
の
か
を

生
涯
を
か
け
て
学
ぶ
こ
と
﹂
︵
Phelan:774
/
226-227,B
lasius:655︶
と
し
て
い
る

こ
と
に
言
及
し
て
い
る
︒

カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
が
﹁
自
己
の
実
践
的
な
創
造
﹂
で
あ
り
︑
か
つ
一
度
き
り

で
は
な
く
生
涯
に
わ
た
っ
て
︑
ゲ
イ
や
レ
ズ
ビ
ア
ン
に
な
る
こ
と
の
意
味
を
発
明

す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
︑
前
節
で
確
認
し
た
バ
ト
ラ
ー
の
﹁
否
認

さ
れ
た
同
一
化
﹂
が
絶
え
間
な
く
反
復
さ
れ
る
実
践
で
あ
っ
た
こ
と
と
共
通
す
る

論
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

以
上
の
よ
う
な
ビ
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
概
念
を
も
と
に
︑
フ
ェ
ラ
ン
の
経
験
記

述
を
見
て
み
よ
う
︒
フ
ェ
ラ
ン
は
︑
自
己
の
経
験
を
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
と
ビ
カ

ミ
ン
グ
の
プ
ロ
セ
ス
の
具
体
例
と
し
て
記
述
し
て
い
る
︒

カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
し
た
当
時
︑
フ
ェ
ラ
ン
は
︑
自
分
の
過
去
を
遡
り
︑
自
分
の

︿
本
来
の
﹀
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
徴
を
探
し
︑
見
つ
け
る
喜
び
に
浸
っ
た
︒
自

分
が
昔
か
ら
お
て
ん
ば
だ
っ
た
こ
と
︑
思
春
期
に
女
の
子
た
ち
と
性
行
為
を
持
っ

た
こ
と
︑
体
毛
を
剃
ら
な
い
こ
と
︑
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
︑
な
ど
を
レ
ズ

ビ
ア
ン
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
し
て
数
え
上
げ
︑
自
分
が
レ
ズ
ビ
ア
ン
に
な
り

つ
つ
あ
る
の
で
は
な
く
︑
レ
ズ
ビ
ア
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
真﹅

実﹅

を
発
見
し
つ
つ
あ

る
の
だ
と
考
え
て
い
た
︒
男
性
と
結
婚
し
て
い
た
時
に
出
会
っ
た
多
く
の
友
達
に

﹁
ず
っ
と
そ
う
だ
と
思
っ
て
た
﹂
︵
Phelan,p.774/227
頁
︶
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
︑

お
そ
ら
く
フ
ェ
ラ
ン
の
そ
の
確
信
を
強
め
た
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
フ
ェ
ラ
ン
は
後

に
こ
の
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
を
別
様
に
捉
え
る
よ
う
に
な
る
︒

思
春
期
の
女
の
子
た
ち
と
の
性
行
為
を
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
徴
と
す
る
な
ら
ば
︑

私
は
十
年
に
及
ぶ
男
性
と
の
性
行
為
を
無
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
︒

た
く
さ
ん
の
レ
ズ
ビ
ア
ン
た
ち
が
︑
私
の
男
性
と
の
性
行
為
は
疎
外
さ
れ
た

も
の
︑
様
々
な
形
を
取
る
強
制
的
異
性
愛
の
産
物
で
あ
り
︑
そ
れ
に
対
し
て

女
の
子
た
ち
と
戯
れ
た
こ
と
こ
そ
が
私
の
本
当
の
欲
望
の
証
拠
で
あ
る
と
し

て
︑
そ
れ
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
︒
け
れ
ど
も
こ
れ
で
は
見
方
が
単
純
す
ぎ
る

の
で
は
な
い
か
︒
Phelan,p.775/227-228
頁

当
初
の
フ
ェ
ラ
ン
や
周
囲
の
レ
ズ
ビ
ア
ン
た
ち
の
見
立
て
に
沿
う
と
す
る
な
ら

ば
︑
レ
ズ
ビ
ア
ン
を
自
認
す
る
よ
う
に
な
る
以
前
に
持
っ
て
い
た
異
性
愛
の
女
の

子
と
の
差
異
を
強
調
し
︑
異
性
愛
的
性
交
渉
を
︑
言
わ
ば
異
性
愛
主
義
に
よ
っ
て

強
制
さ
れ
た
偽
り
の
愛
と
し
て
断
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
実
は
フ
ェ
ラ
ン
は
最
初

か
ら
一
貫
し
て
レ
ズ
ビ
ア
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑︿
真
実
の
開
示
﹀
と
し
て
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
を
捉
え
る
と
︑
例
え

ば
︑
異
性
愛
主
義
の
立
場
に
立
ち
続
け
て
︑
フ
ェ
ラ
ン
の
経
験
に
つ
い
て
︑
男
性

と
の
セ
ッ
ク
ス
を
異
性
愛
で
あ
る
証
拠
と
し
︑
思
春
期
の
女
の
子
た
ち
と
の
性
行

為
を
︑
異
性
愛
と
い
う
︿
本
当
の
ゴ
ー
ル
﹀
に
至
る
ま
で
の
一
過
性
の
も
の
と
し

て
排
除
す
る
︑
つ
ま
り
︑
同
性
愛
の
見
か
け
の
下
に
さ
ら
に
隠
さ
れ
た
異
性
愛
を

一
一
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想
定
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑

フ
ェ
ラ
ン
が
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
︑
異
性
愛
主
義
を
退
け

レ
ズ
ビ
ア
ニ
ズ
ム
を
あ
る
種
選
ん
だ
の
で
あ
り
︑
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
と
い
う
契

機
を
通
じ
て
︑
異
性
愛
を
排
除
す
る
形
で
自
分
を
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
し
て
主
体
形
成

し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
フ
ェ
ラ
ン
は
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
と
い
う
行
為

を
通
じ
て
︑
他
者
た
ち
と
自
ら
に
対
し
て
︑
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
し
て
の
自
己
を
創
造

し
た
の
だ
︒
そ
し
て
バ
ト
ラ
ー
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
そ
の
﹁
否
認
さ
れ
た
同

一
化
﹂
と
主
体
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
は
︑
フ
ェ
ラ
ン
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
絶
え
間
な

く
続
く
も
の
で
あ
る
︒

二
-
三

︿
他
者
﹀
の
排
除

竹
村
和
子
は
﹃
愛
に
つ
い
て
：
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
欲
望
の
政
治
学
﹄
の
中

で
︑﹁
否
認
さ
れ
た
同
一
化
﹂
と
い
う
発
想
に
つ
い
て
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
形
で

議
論
を
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
竹
村
に
よ
れ
ば
︑
女
性
蔑
視
の
性
差

別
者
︑
同
性
愛
嫌
悪
を
口
に
出
す
異
性
愛
主
義
者
︑
有
色
人
を
排
斥
す
る
人
種
差

別
者
は
︑
女
性
性
や
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
有
色
性
と
ま
っ
た
く
無
縁
な
人
々

で
は
な
く
︑
そ
れ
ら
を
知﹅

っ﹅

て﹅

い﹅

る﹅

人
々
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
ら
の
人
々

は
︑
そ
れ
ら
の
要
素
が
自
己
の
内
部
に
も
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
こ

そ
︑
そ
れ
ら
を
他
者
に
投
影
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
ら
を
﹁
安
全
﹂
に
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
う
い
う
意
味
で
﹁
他
者
を
退
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
い

う
よ
り
も
︑
自
己
の
他
者
性
を
振
り
捨
て
︑
そ
こ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
﹂
︵
竹
村

2021:18︶
と
す
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る(
)
︒
こ
れ
は
︑
例
え
ば
異

5

性
愛
主
義
の
異
性
愛
者
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
異
性
愛
と
い
う
社
会
的
規
範
と
︑
異

性
愛
者
と
し
て
の
自
己
像
を
脅
か
す
︿
お
ぞ
ま
し
い
も
の
﹀
と
し
て
の
同
性
愛
が

︿
他
者
﹀
と
し
て
︑
言
わ
ば
︿
私
︵
た
ち
︶
で
は
な
い
あ
い
つ
︵
ら
︶
﹀
と
し
て
排

除
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
︑
自
己
同
一
化
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
︒
こ
こ
に
バ
ト
ラ
ー
と
同
様
の
﹁
否
認
さ
れ
た
同
一
化
﹂
に
お
け
る
棄
却
と
い

う
発
想
を
見
る
こ
と
が
で
き
︑
竹
村
の
議
論
に
則
れ
ば
︑
そ
こ
で
排
除
さ
れ
る
の

は
︑
自
ら
の
中
の
﹁
他
者
性
﹂
で
あ
る
︒
﹁
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
自
己
承
認

︵
私
は
〜
で
あ
る
︶
だ
け
で
な
く
︑
自
己
否
認
︵
私
は
〜
で
は
な
い
︶
に
よ
っ
て
も
成

り
立
っ
て
い
る
﹂
︵
竹
村

2021:15︶
の
で
あ
り
︑
そ
の
際
否
認
さ
れ
る
も
の
と
は

自
己
の
中
の
構
成
的
外
部
で
あ
る
︿
他
者
﹀
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

三

突
き
つ
け
ら
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

バ
ト
ラ
ー
の
﹁
否
認
さ
れ
た
同
一
化
﹂
と
主
体
の
形
成
が
一
度
き
り
の
出
来
事

で
は
な
く
︑
絶
え
間
な
く
反
復
さ
れ
る
運
動
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
人
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
は
常
に
変
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
は
必
ず
し
も
常
に

カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
の
よ
う
な
本
人
に
よ
っ
て
意
志
的
に
選
択
さ
れ
た
こ
と
を

き
っ
か
け
と
し
て
生
じ
る
わ
け
で
も
な
い
︒
人
は
常
に
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
り
続

け
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
そ
れ
が
自
ら
の
引
き
受
け
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
も

あ
れ
ば
︑
他
者
に
よ
っ
て
突
き
つ
け
ら
れ
る
形
で
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒

こ
こ
で
は
そ
の
具
体
例
を
い
く
つ
か
考
察
し
た
い
︒

論
者
は
う
つ
病
を
患
っ
た
当
初
︑
周
囲
の
数
人
か
ら
う
つ
病
だ
と
言
わ
れ
て
い

た
の
に
そ
れ
を
冗
談
と
受
け
止
め
︑
自
分
は
精
神
科
に
行
く
ほ
ど
深
刻
で
は
な

い
︑
と
考
え
て
い
た
︒
自
分
が
病
気
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
︵
あ
る
い

は
自
己
を
そ
の
よ
う
に
同
一
化
し
な
か
っ
た
︶
の
は
︑
そ
の
病
的
状
態
が
自
分
の

日
常
の
延
長
に
あ
る
状
態
だ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
︑
精
神
病
患
者
に
対
す
る
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
イ
メ
ー
ジ
︱
︱
一
日
中
布
団
か
ら
起
き
上
が
れ
な
い
︑
常
に
重

い
症
状
が
出
て
い
る
︑
な
ど
︱
︱
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
︒
最
初
に
予
約
を
と
っ

て
診
療
に
行
っ
た
と
き
に
は
︑
待
合
室
で
居
合
わ
せ
る
他
の
患
者
た
ち
を
︱
︱
も

ち
ろ
ん
偏
見
な
の
だ
が
︱
︱
攻
撃
的
な
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
て
恐
れ
て

主
体
形
成
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
﹁
引
き
受
け
﹂

一
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い
た
︒
診
断
が
下
り
た
と
き
︑
自
分
の
謎
の
苦
し
み
に
明
確
な
名
前
が
付
い
た
こ

と
に
安
心
し
た
と
同
時
に
︑
薬
を
処
方
さ
れ
︑
そ
れ
を
一
時
的
で
は
な
く
長
き
に

渡
っ
て
毎
日
飲
み
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
知
り
︑
自
分
が
は
っ
き
り
と
精
神

病
患
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
落
胆
し
た
︒
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏

ま
え
れ
ば
︑
こ
れ
は
ま
さ
し
く
︑
今
ま
で
自
分
と
は
違
う
︑
あ
る
い
は
自
分
は
違

う
と
思
っ
て
い
た
︿
あ
の
人
た
ち
﹀
に
自
分
が
な
っ
て
し
ま
う
体
験
だ
っ
た
と
言

え
る
︒

こ
の
よ
う
な
︑
自
分
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
な
る
と
い
う
経
験
の
衝
撃
は
︑
町
田

奈
緒
士
の
﹃
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
生
き
る
﹄
の
中
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

町
田
は
ト
ラ
ン
ス
女
性
で
あ
る
ツ
バ
サ
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
な
っ
て
い
る
︒

ツ
バ
サ
は
一
九
歳
ま
で
は
た
ま
に
﹁
女
装
を
す
る
だ
け
の
ア
ホ
﹂
︵
町
田

2022:

162︑
ツ
バ
サ
の
言
葉
︶
で
あ
っ
た
が
︑
大
学
一
回
生
の
時
︵
一
九
歳
に
な
っ
た
直

後
︶
に
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
当
事
者
自
身
に
よ
る
話
を
︑
大
学
の
授
業
の
中

で
聞
く
こ
と
に
な
る
︒
授
業
に
お
け
る
当
事
者
に
よ
る
こ
の
語
り
は
︑
ツ
バ
サ
に

対
し
て
︑
こ
れ
ま
で
潜
在
し
て
い
た
こ
と
を
﹁
顕
在
化
︑
よ
く
も
さ
せ
て
く
れ
た

な
っ
て
い
う
︑
こ
と
の
怒
り
﹂
を
覚
え
さ
せ
︑
ツ
バ
サ
を
﹁
人
の
心
に
ズ
ケ
ズ
ケ

と
入
る
な
﹂
と
︑﹁
も
の
す
っ
ご
い
イ
ラ
イ
ラ
﹂
︵
町
田

2022:161︶
さ
せ
た
︒
そ

の
授
業
の
一
週
間
後
に
︑
ツ
バ
サ
は
女
性
ホ
ル
モ
ン
を
オ
ー
バ
ー
ド
ー
ズ
す
る
こ

と
に
な
る
︒

Ｔ
︹
ツ
バ
サ
︺：︹
⁝
︺
要
は
︑
私
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ

て
し
ま
う
わ
け
で
す
よ
︑
自
分
に
︹
⁝
︺︒
私
は
そ
の
瞬
間
︑
ト
ラ
ン
ス

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

町
田
：
そ
の
瞬
間
︑
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
だ
︑
っ
て
い
う
か
ま
あ
︑
あ
る
意
味
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
世
界
で
生
活
し
て
き
た
の
に
︹
⁝
︺
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
世
界

に
区
別
︑
何
か
こ
う
︑
分
類
さ
れ
た
み
た
い
な
感
じ
？

Ｔ
：
そ
う
で
す
︒

町
田
2022:162

こ
の
と
き
の
怒
り
を
ツ
バ
サ
自
身
は
ガ
ン
を
告
知
さ
れ
て
医
者
を
恨
む
よ
う
な

感
情
に
喩
え
て
い
る
︒
町
田
は
こ
の
語
り
を
受
け
て
︑
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
後
に
︑
ガ

ン
宣
告
を
受
け
て
怒
り
を
覚
え
る
感
じ
を
想
像
す
る
︒

も
ち
ろ
ん
従
来
よ
り
も
治
療
法
は
確
立
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
の
︑
私
の
イ

メ
ー
ジ
で
は
︑
ガ
ン
は
不
治
の
病
︑
恐
る
べ
き
も
の
と
い
う
印
象
が
強
く
︑

ま
た
︑
宣
告
さ
れ
る
以
前
と
以
後
で
︑
当
人
の
人
生
が
異
な
る
も
の
に
な
っ

て
し
ま
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
た
︒
そ
の
た
め
︑
ガ
ン
宣
告
を
さ

れ
た
よ
う
な
気
持
ち
と
い
う
の
は
︑
も
は
や
﹁
健
康
﹂
な
人
の
ま
ま
で
は
い

ら
れ
ず
︑
ガ
ン
﹁
患
者
﹂
と
し
て
し
か
生
き
ら
れ
な
い
よ
う
な
︑
そ
う
し
た

ス
テ
ィ
グ
マ
を
背
負
う
よ
う
な
体
験
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
︒
︵
町
田

2022:163︶

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
自
分
が
名
付
け
ら
れ
て

し
ま
っ
た
こ
と
で
︑
そ
れ
ま
で
生
き
て
い
た
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
生
活
か

ら
︑
一
転
し
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
生
活
を
生
き
ざ
る
を
得
な
く
さ
れ
て
し

ま
う
こ
と
を
︑
ガ
ン
患
者
が
告
知
以
前
に
暮
ら
し
て
い
た
﹁
健
康
﹂
な
人
の
︑
告

知
以
後
︑
ス
テ
ィ
グ
マ
を
背
負
わ
さ
れ
た
ガ
ン
﹁
患
者
﹂
と
し
て
し
か
生
き
ら
れ

な
く
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
︑
そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
者
へ
の
怒
り

が
こ
こ
で
は
重
ね
ら
れ
て
い
る
︒

論
者
の
場
合
に
は
︑
医
者
に
対
す
る
怒
り
と
い
う
も
の
は
生
じ
な
か
っ
た
に
せ

よ
︑
ス
テ
ィ
グ
マ
を
背
負
わ
さ
れ
た
者
と
し
て
こ
れ
か
ら
は
生
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︑
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
か
ら
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
生
の
変
更
を
迫
ら
れ
る
こ
と
の

一
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も
ど
か
し
さ
は
論
者
自
身
の
体
験
と
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
︒

熊
本
理
抄
の
﹃
被
差
別
部
落
女
性
の
主
体
性
形
成
に
関
す
る
研
究
﹄
に
も
ま

た
︑
同
様
に
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
か
ら
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
と
突
然
生
を
変
更
さ
れ
る
事

例
が
登
場
す
る
︒
自
ら
が
部
落
民
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
︑
子
ど
も
の
頃
か
ら

部
落
民
を
差
別
し
て
い
た
被
差
別
部
落
女
性

F
44
さ
ん
は
︑
職
場
の
人
た
ち
と

一
緒
に
差
別
を
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
そ
の
人
間
が
自
分
た
ち
だ
っ
て
﹂

わ
か
っ
た
と
き
︑﹁
ど
げ
ん
や
っ
て
死
ん
で
や
ろ
う
か
っ
て
考
え
﹂
︵
熊
本

2021：

43︶
た
と
い
う
ほ
ど
の
衝
撃
と
苦
し
み
を
味
わ
う
こ
と
に
な
っ
た
︒

こ
こ
で
扱
っ
た
事
例
は
︑
ビ
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
︑
主
体
的
な
引
き
受
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑﹁
自
己
の
実
践
的
な
創
造
﹂

な
ど
と
は
対
照
的
に
︑
言
わ
ば
︿
真
実
﹀
の
開
示
と
し
て
︑
他
者
か
ら
強
制
さ
れ

る
自
己
規
定
︑
強
い
ら
れ
た
引
き
受
け
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
第
一
節
で
サ
ル
ト
ル

と
共
に
確
認
し
た
よ
う
に
︑
他
者
に
と
っ
て
の
私
︵
対
他
存
在
︶
は
私
自
身
に

と
っ
て
の
私
︵
対
自
存
在
︶
の
中
に
︑
潜
勢
的
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
く
︑

他
者
に
よ
る
意
味
づ
け
に
よ
っ
て
︑
他
者
の
出
現
と
同
時
に
︑
私
に
も
た
ら
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
上
の
事
例
も
ま
た
︑︿
真
実
の
開
示
﹀
で
は
な
く
︑

む
し
ろ
意
味
の
生
成
で
あ
る
︒
だ
が
こ
れ
は
︑
あ
る
属
性
を
︑
自
ら
が
選
び
取
っ

た
と
い
う
よ
り
も
周
囲
か
ら
の
あ
る
種
の
強
制
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な

く
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
受
動
性
を
伴
っ
た
経
験
で
あ
り
︑
そ
の
点
で
は
ビ

カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
と
必
ず
し
も
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
そ
の
経
験
の
構
造
は
ま
た
改
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

終
わ
り
に

本
稿
で
は
︑
人
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
過
程
に
つ
い
て
考

察
を
行
っ
た
︒

第
一
節
に
お
い
て
は
︑
サ
ル
ト
ル
の
﹁
対
他
存
在
﹂
と
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
﹁
共

に
あ
る
人
間
﹂
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
︑
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
主
体
が
自
ら

の
属
性
や
性
質
を
身
に
帯
び
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒
そ
こ
で
重
要
で

あ
っ
た
の
は
︑
初
め
に
属
性
を
持
た
な
い
ま
っ
さ
ら
な
主
体
が
存
在
し
︑
後
に
属

性
を
身
に
つ
け
て
い
く
と
い
う
図
式
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
︒
む
し
ろ
主
体
と
は
︑
他
者
と
の
関
係
の
最
中
で
︑
何
ら
か
の
ペ
ル
ソ
ナ
︑
役

割
と
し
て
自
ら
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
︒
第
二
節
に
お
い
て
は
︑
そ
の
際
︑
ど

の
よ
う
に
主
体
形
成
が
起
き
る
の
か
を
︑
バ
ト
ラ
ー
の
﹁
否
認
さ
れ
た
同
一
化
﹂

の
議
論
を
元
に
論
じ
︑
そ
の
具
体
的
記
述
と
し
て
フ
ェ
ラ
ン
の
﹁
︵
ビ
︶
カ
ミ
ン

グ
・
ア
ウ
ト
﹂
︱
︱
﹁
自
己
の
実
践
的
な
創
造
﹂
と
し
て
の
カ
ミ
ン
グ
・
ア
ウ
ト

︱
︱
の
記
述
を
参
照
し
た
︒
そ
こ
で
は
︑
主
体
形
成
も
と
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
引
き
受
け
が
一
度
な
さ
れ
れ
ば
そ
れ
以
降
は
不
変
の
も
の
と
な
る
の
で
は
な

く
︑
生
涯
を
通
じ
て
常
に
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
運
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
︒
ま
た
同
節
に
お
い
て
︑
竹
村
の
差
別
に
関
す
る
記
述
を
バ
ト
ラ
ー

の
概
念
の
展
開
と
し
て
確
認
し
た
︒
第
三
節
で
は
︑
属
性
や
性
質
が
常
に
当
人
に

よ
っ
て
積
極
的
か
つ
ス
ム
ー
ズ
に
引
き
受
け
ら
れ
る
と
は
限
ら
ず
︑
む
し
ろ
そ
れ

に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
そ
れ
ま
で
の
主
体
の
生
の
基
盤
を
崩
壊
さ
せ
︑
怒
り

や
苦
し
み
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
い
く
つ
か
の
具
体
的
事
例
を
元
に

指
摘
し
た
︒

思
わ
ぬ
き
っ
か
け
に
よ
っ
て
︑
生
涯
を
通
し
て
人
は
い
つ
で
も
自
分
が
排
除
し

て
き
た
︿
他
者
﹀
に
な
る
機
会
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
の
時
︑
そ
の
な
ん
ら
か
の
形

で
の
引
き
受
け
︱
︱
必
ず
し
も
肯
定
的
な
形
で
引
き
受
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な

く
︑
反
発
や
否
認
と
い
っ
た
否
定
的
な
形
も
含
め
て
︱
︱
が
生
じ
る
し
︑
生
じ
て

し
ま
う
と
い
う
事
態
を
ど
う
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
引
き
受
け
を
強
制
し

て
い
る
の
は
誰
あ
る
い
は
何
で
あ
り
︑
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
の
だ
ろ
う

か
︒
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
た
ち
に
よ
る
︑
自
ら
の
﹁
主
体
性
形
成
﹂(

)
は
ど
の
よ
う
に
し

6

主
体
形
成
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
﹁
引
き
受
け
﹂
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て
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
の
疑
問
に
つ
い
て
引
き
続
き
研
究
を
進
め
た

い
︒

付
記本

研
究
は
JSPS
科
研
費

JP20J00292
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒

凡
例

3
外
国
語
文
献
か
ら
の
引
用
は
基
本
的
に
拙
訳
に
よ
る
が
︑
邦
訳
を
大
い
に
参
考

に
し
た
︒
ま
た
邦
訳
の
存
在
す
る
も
の
に
関
し
て
は
︑
原
書
ペ
ー
ジ
数
に
続
け

て
邦
訳
ペ
ー
ジ
数
も
併
記
し
た
︒
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注(
)
バ
ト
ラ
ー
は
︑
サ
ル
ト
ル
が
こ
の
よ
う
な
他
者
に
よ
る
﹁
意
味
﹂
の
付
与
以
前
の
﹁
無

1

言
の
事
実
性
﹂
と
し
て
身
体
を
想
定
す
る
こ
と
自
体
を
︑
意
識
と
身
体
の
二
元
論
に

陥
っ
て
い
る
こ
と
と
し
て
批
判
し
て
い
る
︵
B
utler
1990:176
/
229
︶︒
他
者
と
言
語

に
よ
る
意
味
づ
け
以
前
の
ま
っ
さ
ら
な
身
体
を
想
定
す
る
こ
と
へ
の
こ
の
批
判
は
適
切

な
も
の
で
あ
り
︑
む
し
ろ
意
味
づ
け
と
共
に
身
体
が
形
作
ら
れ
る
と
考
え
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
︑
対
他
存
在
が
ま
さ
に
主
体
自
身
で
あ
る
と
い

う
こ
と
の
で
き
る
所
以
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

(
)
実
際
に
は
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
該
当
箇
所
で
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
自
己
に
と
っ
て
複

2

数
の
他
者
が
そ
れ
ぞ
れ
区
別
で
き
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
が
︑
本
稿
の
こ
の
後
の
引
用

箇
所
な
ど
を
加
味
す
る
と
自
己
と
他
者
の
関
係
に
拡
大
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

(
)
﹁
既
に
お
こ
な
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
そ
れ
を
行
う
こ
と
を
恐
れ
る
同
一
化
﹂︵
B
utler:

3

74
/
150︶

(
)
こ
こ
で
は
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
︑
異
性
愛
者
と
い
う
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の

4

自
己
同
一
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
︑
同
性
愛
者
と
い
う
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
そ
れ
と
は
完
全
に

平
行
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
今
日
に
お
い
て
も
趨
勢
を
占
め
る
異
性
愛
主
義
の

中
で
︑
予
め
排
除
︑
棄
却
さ
れ
て
い
る
同
性
愛
が
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
︿
生
存
不
可
能

な
﹀︿
お
ぞ
ま
し
い
も
の
﹀
と
し
て
で
は
な
い
形
で
引
き
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の

か
︑
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
︑
改
め
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

(
)
竹
村
の
議
論
は
︑
主
体
形
成
に
お
け
る
﹁
否
認
さ
れ
た
同
一
化
﹂
︑
棄
却
︑﹁
予
め
の
排

5

除
﹂
と
い
う
主
体
に
と
っ
て
非
意
識
的
な
次
元
と
︑
性
差
別
︑
異
性
愛
主
義
︑
人
種
差

別
と
い
っ
た
差
別
に
お
け
る
比
較
的
意
識
的
な
次
元
で
の
排
除
を
連
続
的
に
扱
っ
て
い

る
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
︒﹁
否
認
さ
れ
た
同
一
化
﹂
の
議
論
を
差
別
の
問
題
に
つ
な

げ
て
考
え
る
こ
と
発
想
自
体
は
バ
ト
ラ
ー
自
身
の
記
述
に
も
︑
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
︑
実
際
の
と
こ
ろ
そ
れ
ら
を
関
連
さ
せ
ず
に
語
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
︒
バ
ト
ラ
ー
も
ま
た
︑﹃
物
質
＝
問
題
と
な
る
身
体
﹄
に
お

い
て
︑
主
体
形
成
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
﹁
予
め
の
排
除
﹂
と
︑
差
別
的
な
言
明
を
行
う
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よ
う
な
活
動
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
排
除
を
明
確
に
区
別
し
て
は
論
じ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
︒
む
し
ろ
︑
そ
れ
ら
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
な
の
か
も
し
れ
な

い
が
︑
少
な
く
と
も
両
者
を
即
座
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
︒
両
者
の
関
係
を
考
察
す
る
作
業
は
別
の
機
会
に
行
い
た
い
︒

(
)
熊
本
は
そ
の
著
作
に
お
い
て
︑﹁
主
体
性
﹂
と
い
う
語
を
︑﹁
自
ら
の
社
会
的
立
場
を
い

6

か
に
認
識
し
受
け
止
め
引
き
受
け
て
い
く
か
︑
自
ら
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
立
場
を

生
か
し
社
会
を
変
え
る
努
力
を
す
る
か
︑
そ
の
力
と
行
為
に
焦
点
を
あ
て
る
た
め
﹂︵
熊

本
2021:27︶
に
採
用
し
て
い
る
︒
論
者
は
こ
こ
で
は
﹁
主
体
性
形
成
﹂
を
︑
熊
本
の
い

う
意
味
で
の
﹁
主
体
性
﹂
を
形
成
す
る
と
い
う
意
味
で
採
用
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
必

ず
し
も
論
者
が
︑
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
自
ら
の
属
性
を
積﹅

極﹅

的﹅

に﹅

引
き
受
け
︑
運
動
や
活

動
に
身
を
投
じ
る
こ
と
で
自
ら
の
状
況
を
改
善
す
る
努﹅

力﹅

を﹅

行﹅

う﹅

こ﹅

と﹅

に﹅

よ﹅

っ﹅

て﹅

﹁
主

体
性
﹂
を
形
成
す
べ﹅

き﹅

だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
︒

(
日
本
学
術
振
興
会
・
筑
波
大
学
特
別
研
究
員
)

主
体
形
成
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
﹁
引
き
受
け
﹂

一
一
九
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