
論

説福
祉
現
場
の
構
造
に
関
す
る
現
象
学
的
考
察

│
│
﹁
Ｕ
理
論
﹂
と
﹁
魂
の
脱
植
民
地
化
﹂
概
念
を
手
が
か
り
に
│
│

竹

端

寛

目

次

一

は
じ
め
に

二

価
値
を
巡
る
現
象
学
的
還
元

三

構
造
的
制
約
を
括
弧
に
括
る

四

Ｕ
理
論
と
い
う
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム

五

不
在
化
と
魂
の
植
民
地
化

六

障
壁
を
乗
り
越
え
る

七

魂
の
脱
植
民
地
化
と
い
う
プ
レ
ゼ
ン
シ
ン
グ
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一

は
じ
め
に

筆
者
は
こ
こ
数
年
︑
福
祉
行
政
や
福
祉
現
場
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
や
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
役
割
を
求
め
ら
れ
る
事
が
少
な
く
な
い
︒

本
稿
執
筆
時
の
二
〇
一
一
年
夏
現
在
︑
山
梨
県
と
三
重
県
で
︑
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
特
別
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
仕
事
に
つ
い
て

(
)

い
る
︒
i

だ
が
︑
筆
者
自
身
は
福
祉
現
場
で
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
な
る
た
め
の
︑
特
別
な
訓
練
を
受
け
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
︑
福
祉
現
場
で
働
い

た
こ
と
も
な
い
︒
た
だ
︑
少
な
か
ら
ぬ
現
場
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
続
け
て
き
た
︒
大
学
院
生
時
代
の
五
年
間
は
精
神
科
病
院

︵
竹
端

二
〇
〇
二
︑
二
〇
〇
三
︶
で
︑
そ
の
途
中
か
ら
は
精
神
医
療
の
質
向
上
に
取
り
組
む
Ｎ
Ｐ
Ｏ
︵
竹
端

二
〇
〇
七
ａ
︑
二
〇

一
一
︶
で
︑
ま
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
留
学
時
に
は
知
的
障
害
者
の
当
事
者
グ
ル
ー
プ
︵
竹
端

二
〇
〇
四
︶
で
︑
あ
る
い
は
重
症
心
身
障

害
者
の
地
域
生
活
支
援
の
拠
点
で
︵
竹
端

二
〇
〇
五
︶
⁝
︒
様
々
な
現
場
で
︑
多
く
の
当
事
者
や
支
援
者
の
声
に
耳
を
傾
け
続
け
て

き
た
︒
教
科
書
的
知
識
を
吸
収
す
る
よ
り
も
︑
現
場
で
生
起
し
て
い
る
現
象
を
観
察
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
き
た
︒
そ
れ
ら
の
臨

床
の
場
で
の
経
験
が
体
内
に
蓄
積
し
た
段
階
で
︑
社
会
学
や
社
会
福
祉
学
の
﹁
理
論
﹂
と
出
会
っ
て
い
っ
た
の
で
︑
現
象
か
ら
普
遍
を

抽
出
す
る
帰
納
的
な
理
解
で
物
事
を
眺
め
続
け
て
き
た
︒

そ
れ
と
似
た
ス
タ
ン
ス
で
問
題
に
取
り
組
ん
だ
先
達
が
い
る
︒
た
と
え
ば
社
会
学
者
ゴ
フ
マ
ン
の
名
著
︑﹃
ア
サ
イ
ラ
ム
﹄
で
あ
る
︒

一
九
五
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
の
精
神
病
院
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
し
た
上
で
︑
入
院
患
者
の
相
互
行
為
や
病
院
機
能
そ
の
も
の
の
構
造

的
問
題
を
鮮
や
か
に
整
理
し
た
名
著
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
︑
特
に
興
味
深
い
の
は
次
の
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
︒
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個
人
の
自
己
が
無
力
化
さ
れ
る
過
程
は
一
般
に
︑
ど
の
全
制
的
施
設
に
お
い
て
も
か
な
り
標
準
化
し
て
い
る
︒
こ
の
種
の
過
程
を

分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
わ
れ
わ
れ
は
︑
通
常
の
営
造
物
が
そ
の
構
成
員
に
常
人
と
し
て
の
自
己
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
を
心
掛

け
る
と
す
れ
ば
︑
保
証
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
仕
組
み
は
ど
ん
な
も
の
か
︑
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒︵
ゴ
フ
マ
ン

一
九
八
四
：
四
︶

こ
こ
か
ら
読
み
解
け
る
の
は
︑
ゴ
フ
マ
ン
は
精
神
病
院
や
入
所
施
設
な
ど
の
﹁
全
制
的
施
設
﹂︵
totalinstitution︶
で
﹁
標
準
化
﹂

さ
れ
て
い
る
﹁
個
人
の
自
己
が
無
力
化
さ
れ
る
過
程
﹂
を
炙
り
出
す
こ
と
を
通
じ
て
︑
そ
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
︑
つ
ま
り
は
﹁
通
常
の

営
造
物
が
そ
の
構
成
員
に
常
人
と
し
て
の
自
己
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
を
心
掛
け
る
と
す
れ
ば
︑
保
証
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
仕
組
み

は
ど
ん
な
も
の
か
﹂
を
析
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
こ
と
の
意
味
は
︑
決
し
て
小
さ
く
な
い
︒

今
か
ら
六
〇
年
前
は
︑
精
神
病
者
は
隔
離
収
容
す
る
し
か
な
い
︑
と
い
う
の
が
当
時
の
当
た
り
前
で
あ
っ
た
︒
そ
の
時
代
に
︑
そ
の

﹁
当
た
り
前
﹂
の
現
場
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
観
察
し
︑
他
の
現
場
と
も
共
通
す
る
普
遍
的
な
﹁
個
人
の
自
己
が

無
力
化
さ
れ
る
過
程
﹂
を
帰
納
的
に
描
き
出
し
た
︒
し
か
も
︑
そ
れ
は
単
に
研
究
の
た
め
︑
と
い
う
よ
り
も
︑
そ
の
状
況
を
改
善
す
る

た
め
の
︑
つ
ま
り
は
﹁
通
常
の
営
造
物
が
そ
の
構
成
員
に
常
人
と
し
て
の
自
己
を
維
持
さ
せ
る
﹂
た
め
に
必
要
な
要
素
を
対
偶
命
題
的

に
整
理
し
て
伝
え
る
た
め
の
戦
略
だ
っ
た
︒
そ
れ
は
当
時
の
常
識
か
ら
考
え
れ
ば
︑
あ
る
意
味
で
の
﹁
枠
組
み
は
ず
し
﹂
的
な
戦
略
で

あ
っ
た
と
も
言
え
る
︒
精
神
病
院
と
い
う
そ
の
当
時
の
ド
ミ
ナ
ン
ト
ス
ト
ー
リ
ー
︵
＝
強
固
な
枠
組
み
︶
の
中
に
入
り
込
ん
で
︑
そ
こ

で
生
起
し
て
い
る
現
象
か
ら
抽
出
さ
れ
る
枠
組
み
そ
の
も
の
の
構
造
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
枠
組
み
自
体
の
問
題
点
や
︑
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そ
う
で
は
な
い
別
の
可
能
性
を
描
く
た
め
の
要
素
を
析
出
し
よ
う
︑
と
い
う
試
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
わ
が
国
で
﹃
ア
サ
イ
ラ
ム
﹄
に
基
づ
き
な
が
ら
議
論
を
し
て
い
る
文
献
を
見
て
い
る
と
︑
精
神
病
院
に
お
け
る
ミ
ク
ロ
行
為

論
の
分
析
が
少
な
く
な
い
︒
筆
者
自
身
が
そ
れ
ら
の
論
考
に
不
満
な
の
は
︑
ミ
ク
ロ
行
為
論
は
︑
そ
の
行
為
が
生
起
す
る
精
神
病
院
と

い
う
枠
組
み
自
体
を
中
心
的
論
題
と
す
る
こ
と
な
く
︑
む
し
ろ
そ
の
枠
組
み
の
強
化
に
も
役
立
つ
よ
う
な
分
析
に
な
り
か
ね
な
い
︑
と

い
う
不
満
か
ら
か
も
し
れ
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
様
々
な
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
︑
他
者
の
研
究
を
と
や
か
く
言
う
つ

も
り
は
な
い
︒
だ
が
︑
私
は
精
神
科
病
院
で
長
期
間
﹁
暮
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
﹂
状
態
に
お
か
れ
た
人
々
の
生
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
出
会

う
と
こ
ろ
か
ら
︑
自
身
の
研
究
が
ス
タ
ー
ト
し
た
︒
ゆ
え
に
︑
ミ
ク
ロ
行
為
論
が
生
起
す
る
現
場
そ
の
も
の
へ
の
根
源
的
な
問
い
︑
つ

ま
り
は
﹁
な
ぜ
何
十
年
も
入
院
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
﹂﹁
な
ぜ
精
神
病
院
で
の
処
遇
は
こ
ん
な
に
劣
悪
な
の
か
？
﹂
と
い
う

疑
問
や
怒
り
と
い
っ
た
も
の
が
︑
研
究
以
前
に
存
在
し
て
い
た
︒
ゆ
え
に
︑
そ
れ
を
ミ
ク
ロ
行
為
論
の
枠
組
み
で
分
析
し
て
︑
わ
か
っ

た
よ
う
な
気
に
な
る
事
は
︑
出
会
っ
た
障
害
当
事
者
へ
の
冒
涜
の
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
︒
同
じ
く
精
神
分
析
や
臨
床
心
理
学
の
文
献

も
︑
中
途
半
端
に
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
に
な
っ
て
問
題
を
矮
小
化
し
た
く
な
い
か
ら
︑
と
し
ば
ら
く
の
間
︑
読
ま
な
い
で
い
た
︒

精
神
病
院
と
い
う
構
造
的
暴
力
に
も
な
り
う
る
装
置
を
︑
ど
う
し
た
ら
縮
小
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
︒
精
神
病
を
持
つ
人
た
ち
の
支

援
を
︑
精
神
病
院
以
外
で
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
︑
わ
が
国
で
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
？

同
じ
全
制
的
施
設
で
あ
る
入
所
施
設

の
問
題
も
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
？

別
の
国
で
は
ど
う
い
う
努
力
を
し
て
い
る
の

(
)

か
？

そ
う
い
う
関
心
を
持
ち
な
が
ら
関
わ
る
う

ii

ち
に
︑
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
社
会
学
や
社
会
福
祉
学
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
は
解
決
し
な
い
の
で
︑
福
祉
政
策
や
行
政
学
な
ど
の
関

連
領
域
を
読
み
漁
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
く
︒

ゆ
え
に
︑
い
ま
だ
に
自
分
の
﹁
専
門
﹂
と
は
何
か
︑
が
わ
か
ら
な
い
︒
便
宜
的
に
は
福
祉
社
会
学
と
か
社
会
福
祉
学
と
か
言
っ
て
み

法学論集 68 〔山梨学院大学〕 366

― 366 ―



た
り
す
る
︒
あ
る
と
き
ま
で
は
︑
そ
の
ど
ち
ら
か
に
依
拠
し
た
い
︑
と
も
思
っ
て
い
た
︒
だ
が
︑
そ
れ
ら
の
理
論
的
枠
組
み
を
一
旦
横

に
置
き
︑
自
前
の
枠
組
み
と
し
て
規
定
し
て
み
る
と
︑
筆
者
の
視
点
は
︑﹁
福
祉
現
場
の
構
造
に
関
す
る
現
象
学
的
考
察
﹂
と
で
も
表

現
で
き
そ
う
だ
︒
こ
れ
は
︑
ゴ
フ
マ
ン
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
も
通
底
し
て
い
る
︵
と
勝
手
に
感
じ
て
い
る
︶︒
本
稿
で
は
︑
上
記
の
筆
者

な
り
の
﹁
枠
組
み
﹂
に
つ
い
て
︑
自
ら
の
研
究
や
実
践
に
絡
め
な
が
ら
︑
検
討
し
て
み
た
い
︒

二

価
値
を
巡
る
現
象
学
的
還
元

筆
者
の
大
学
院
時
代
の
恩
師
は
二
人
と
も
︑
研
究
者
で
は
な
く
福
祉
・
医
療
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
っ
た
︒
福
祉
現
場
で
生
起
す
る
問

題
に
つ
い
て
︑
理
論
的
言
語
を
振
り
か
ざ
し
て
﹁
わ
か
っ
た
つ
も
り
﹂
に
な
る
の
で
は
な
く
︑﹁
対
象
に
ぎ
り
ぎ
り
と

(
)

迫
れ
﹂
と
指
導

iii

さ
れ
続
け
て
き
た
︒﹁
ぎ
り
ぎ
り
と
迫
る
﹂
た
め
に
は
︑
理
論
や
分
析
枠
組
み
あ
り
き
︑
で
は
通
用
し
な
い
︒
現
場
で
生
起
す
る
事
態

に
ど
っ
ぷ
り
と
つ
か
り
︑
目
を
む
け
︑
耳
を
傾
け
続
け
る
︒
そ
れ
も
︑
こ
ち
ら
の
︵
理
論
的
︶
枠
組
み
︵
＝
先
入
観
︶
に
当
て
は
め
よ

う
と
せ
ず
︑
な
る
べ
く
そ
の
現
場
の
文
脈
そ
の
も
の
を
読
み
取
る
中
か
ら
︑
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
事
態
を
把
握
し
よ
う
と
努
め
る
︒
そ

の
営
み
を
通
じ
て
︑
現
場
の
構
造
の
︵
再
︶
解
釈
か
ら
考
察
を
立
ち
上
げ
て
い
く
︒
だ
が
︑
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
︑
時
と
し
て
現
場
と

の
間
で
摩
擦
を
起
こ
す
こ
と
も
あ
る
︒

福
祉
や
医
療
の
現
場
は
︑﹁
す
べ
き
﹂﹁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
っ
た
当
為
の
文
法
︵
should,m
ust︶
で
溢
れ
て
い
る
︒
支

援
す
べ
き
︑
と
い
う
価
値
が
前
提
と
し
て
あ
っ
た
上
で
︑
支
援
実
態
と
い
う
事
実
を
構
築
し
て
い
く
︒
例
え
ば
精
神
科
病
院
や
入
所
施

設
に
隔
離
収
容
﹁
す
べ
き
﹂
な
の
か
︑
最
重
度
の
障
害
者
で
も
地
域
支
援
﹁
す
べ
き
﹂
な
の
か
︑
と
い
う
﹁
当
為
の
文
法
﹂︵
＝
価
値
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前
提
︶
が
あ
っ
て
︑
そ
の
価
値
観
に
添
う
形
で
の
政
策
形
成
が
な
さ
れ
て
い
く
︒
し
か
し
現
場
で
日
常
生
活
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
︑

そ
の
支
援
実
態
と
い
う
事
実
に
専
心
的
に
な
り
︵
時
に
は
埋
没
し
︶︑
自
ら
の
事
実
を
根
拠
づ
け
る
価
値
前
提
に
ま
で
改
め
て
目
を
向

け
よ
う
︑
と
は
な
か
な
か
出
来
な
い
︒
す
る
と
︑
事
実
と
価
値
の
取
り
違
え
や
混
乱
に
よ
る
問
題
も
生
じ
る
︒

筆
者
は
︑
准
看
護
師
の
資
格
所
持
者
が
正
看
護
師
の
資
格
を
取
得
す
る
為
の
看
護
学
校
で
教
え
て
い
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
学
校
で

は
︑
学
生
の
大
半
が
現
場
経
験
を
持
ち
︑
ま
た
夜
や
週
末
な
ど
は
准
看
護
師
と
し
て
働
き
な
が
ら
︑
平
日
昼
間
の
講
義
を
受
け
て
い
た
︒

筆
者
は
そ
こ
で
︑
身
体
拘
束
の
濫
用
は
人
権
侵
害
の
可
能
性
が
あ
る
︑
と
講
義
し
た
と
こ
ろ
︑
実
際
に
病
院
で
患
者
を
縛
っ
て
い
た
准

看
護
師
の
学
生
達
か
ら
︑
多
く
の
反
論
が
寄
せ
ら
れ
た
︒

﹁
私
た
ち
の
病
院
で
は
人
手
不
足
で
と
て
も
出
来
な
い
の
が
現
実
﹂

﹁
○
○
の
場
合
に
は
縛
ら
ざ
る
を
得
な
い
ん
で
す
﹂

﹁
実
際
に
先
生
は
現
場
に
出
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
か
？

拘
束
は
安
全
の
為
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
︒
な
し
崩
し
に

縛
る
︑
な
ん
て
事
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂

反
論
を
寄
せ
た
准
看
護
師
の
学
生
達
は
︑
現
場
で
身
体
拘
束
を
し
な
い
と
仕
事
が
実
際
に
う
ま
く
い
か
な
い
︑
と
い
う
事
実
レ
ベ
ル

の
指
摘
を
し
て
い
た
︒
だ
が
︑
筆
者
は
人
手
不
足
の
解
消
の
た
め
︑
と
い
う
身
体
拘
束
の
﹁
目
的
外
使
用
﹂
や
﹁
濫
用
﹂
は
人
権
侵
害

で
は
な
い
か
︵
吉
岡
・
田
中

一
九
九
九
︶︑
と
い
う
価
値
前
提
の
捉
え
直
し
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒
こ
れ
は
︑
ど
う
い
う
違
い
で

あ
ろ
う
か
︒
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オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
︑
陳
述
文
の
中
に
は
︑
単
に
生
起
し
た
事
実
・
出
来
事
に
つ
い
て
記
述
す
る
﹁
事
実
確
認
的
発
言
﹂
だ
け
で
な
く
︑

﹁
行
為
遂
行
的
発
言
﹂
と
命
名
さ
れ
る
︑
別
形
態
の
発
言
が
あ
る
︑
と
い
う
︒

﹁
行
為
遂
行
的
﹂
と
い
う
名
称
は
︑﹁
行
為
﹂︵
action︶
と
い
う
名
詞
と
共
に
普
通
に
用
い
ら
れ
る
動
詞
﹁
遂
行
す
る
﹂︵
per-

form
︶
か
ら
派
生
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
名
称
を
用
い
る
意
図
は
︑
発
言
を
行
う
こ
と
が
と
り
も
な
お
さ

ず
︑
何
ら
か
の
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
は
単
に
何
ご
と
か
を
言
う
と
い
う
だ
け
の
こ
と
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
で
あ
る
︒︵
オ
ー
ス
テ
ィ
ン

一
九
七
八
：
一
二
︶

先
に
示
さ
れ
た
准
看
護
師
た
ち
の
反
論
は
︑
一
見
す
る
と
﹁
事
実
確
認
的
発
言
﹂
に
思
え
る
︒
ま
た
発
言
し
て
い
る
本
人
も
そ
う
思

い
込
ん
で
い
る
︒
た
だ
︑
隔
離
拘
束
を
最
小
化
す
る
諸
外
国
・
他
地
域
の
実
践
を
知
っ
て
い
る
第
三
者
︵
筆
者
︶
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑

こ
の
発
言
の
中
に
は
︑﹁
発
言
を
行
う
こ
と
が
と
り
も
な
お
さ
ず
︑
何
ら
か
の
行
為
を
遂
行
す
る
﹂
要
素
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら

な
い
︒﹁
○
○
だ
か
ら
仕
方
な
い
﹂
と
発
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
単
に
何
ご
と
か
を
言
う
と
い
う
だ
け
﹂
に
留
ま
ら
ず
︑
身
体
拘
束

と
い
う
﹁
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
﹂
お
よ
び
そ
の
行
為
遂
行
の
結
果
的
肯
定
を
伴
っ
て
い
る
の
だ
︒
そ
う
捉
え
る
と
︑
先
の
発
言
は
︑

﹁
事
実
確
認
的
発
言
﹂
で
は
な
く
︑﹁
行
為
遂
行
的
発
言
﹂
で
あ
り
︑
こ
の
﹁
行
為
遂
行
的
発
言
﹂
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
︑
あ
る
行

為
の
遂
行
を
容
認
す
る
価
値
観
の
析
出
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
︒

そ
の
現
場
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
︑
そ
の
前
提
と
な
る
価
値
を
疑
う
こ
と
︒
こ
の
場
合
︑
身
体
拘
束
と
い
う
行
為
遂
行
を
是
と
す

る
価
値
前
提
を
覆
す
こ
と
に
な
り
︑
自
ら
の
仕
事
の
正
当
性
の
根
拠
も
ぐ
ら
つ
く
こ
と
に
な
る
︒
ゆ
え
に
学
生
達
の
感
情
的
反
発
を
招
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く
事
に
つ
な
が
っ
た
︒
だ
が
︑
こ
の
正
当
性
の
根
拠
を
疑
う
︑
と
い
う
こ
と
こ
そ
︑
理
論
や
教
科
書
で
分
か
っ
た
ふ
り
を
せ
ず
︑﹁
対

象
の
本
質
に
ぎ
り
ぎ
り
と
迫
る
﹂
為
に
は
必
要
で
あ
り
︑
そ
し
て
こ
の
行
為
は
︑
意
外
に
も
現
象
学
と
通
底
し
て
い
る
︑
と
最
近
気
づ

き
始
め
た
︒

哲
学
者
と
い
う
も
の
は
単
に
存
在
し
よ
う
と
望
む
だ
け
で
は
な
く
︑
お
の
れ
の
な
す
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
存
在
し
よ
う
と
望
む

わ
け
で
す
が
︑
た
だ
そ
れ
だ
け
の
た
め
に
も
︑
哲
学
者
は
︑
そ
の
生
活
の
事
実
的
与
件
の
う
ち
に
ひ
と
り
で
に
含
ま
れ
て
い
る
全

て
の
断
定
を
一
旦
停
止
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
さ
ま
ざ
ま
な
断
定
を
停
止
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
う
し
た
断
定
の

存
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
︑
ま
し
て
や
わ
れ
わ
れ
を
物
理
的
・
社
会
的
・
文
化
的
世
界
に
結
び
つ
け
て

い
る
鎖
を
否
認
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑
逆
に
そ
う
し
た
結
び
つ
き
を
見
る
こ
と
︑
意
識
す
る
こ
と
で
す
︒
こ
れ
が
﹁
現
象
学
的
還

元
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑
そ
し
て
そ
の
現
象
学
的
還
元
だ
け
が
︑
そ
う
し
た
絶
え
ざ
る
暗
黙
の
断
定
︑
各
瞬
間
の
わ
れ
わ
れ
の

思
考
の
裏
に
隠
れ
て
い
る
﹁
世
界
の
定
立
﹂
を
露
呈
し
て
く
れ
る
の
で
す
︒︵
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

一
九
六
四
：
一
七
︶

﹁
全
て
の
断
定
を
一
旦
停
止
﹂
す
る
︒﹁
人
手
不
足
﹂﹁
安
全
の
為
に
﹂﹁
○
○
の
場
合
に
は
﹂﹁
縛
ら
ざ
る
を
得
な
い
﹂
と
い
う
﹁
行

為
遂
行
的
発
言
﹂
の
背
後
に
あ
る
﹁
断
定
﹂
を
﹁
一
旦
停
止
﹂
す
る
︒
そ
の
上
で
︑﹁
断
定
の
存
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
﹂
の
で
は
な

く
︑
そ
れ
ら
の
﹁
断
定
﹂
の
根
拠
と
な
る
﹁
物
理
的
・
社
会
的
・
文
化
的
世
界
に
結
び
つ
け
て
い
る
鎖
﹂
を
﹁
見
る
こ
と
︑
意
識
す
る

こ
と
﹂
が
大
切
だ
︑
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
言
う
︒
つ
ま
り
︑
身
体
拘
束
は
﹁
仕
方
な
い
﹂﹁
そ
れ
以
外
の
方
法
は
無
理
だ
﹂
と
い

う
﹁
断
定
﹂
が
ど
の
よ
う
な
﹁
物
理
的
・
社
会
的
・
文
化
的
﹂
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
て
︑
ど
の
よ
う
な
価
値
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
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(
)

の
か
︑
を
﹁
見
る
こ
と
︑
意
識
す
る
こ
と
﹂
が
大
切
だ
︑
と
い
う
の
だ
︒
こ
れ
は
﹁
現
象
学
的
還
元
﹂
の
営
み
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
営

iv
み
を
通
じ
て
﹁
そ
う
し
た
絶
え
ざ
る
暗
黙
の
断
定
︑
各
瞬
間
の
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
裏
に
隠
れ
て
い
る
﹃
世
界
の
定
立
﹄
を
露
呈
し
て

く
れ
る
﹂︒﹁
対
象
に
ぎ
り
ぎ
り
迫
﹂
る
事
を
通
じ
て
︑
つ
い
に
は
あ
る
﹁
断
定
﹂
の
﹁
裏
に
隠
れ
て
い
る
﹃
世
界
の
定
立
﹄﹂
と
も
向

き
合
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
︒
で
は
︑﹁
世
界
の
定
立
﹂
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

三

構
造
的
制
約
を
括
弧
に
括
る

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
前
掲
本
の
訳
者
は
︑
訳
注
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒

わ
れ
わ
れ
は
︑
日
常
的
な
生
き
方
︱
こ
れ
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
︿
自
然
的
態
度
﹀
と
呼
び
︑
ハ
イ
デ
カ
ー
は
︿
日
常
性
﹀
と
呼
ぶ
の

で
あ
る
が
︱
に
あ
っ
て
は
︑
自
分
の
経
験
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
ご
と
や
︑
さ
ら
に
は
自
分
自
身
を
さ
え
︿
世
界
の
な
か
に
存
在

す
る
も
の
﹀
で
あ
る
と
素
朴
に
断
定
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
の
経
験
に
さ
い
し
て
︑
非
主
題
的
に
で
は
あ
る
が
︑

世
界
の
存
在
を
定
立
し
確
信
し
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
し
も
先
入
見
と
い
う
な
ら
ば
︑
こ
れ
こ
そ
が
も
っ
と
も
根
源

的
・
包
括
的
な
先
入
見
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
素
朴
な
︑
つ
ま
り
無
反
省
に
な
さ
れ
て
い
る
断
定
を
停
止
し
︑
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
露

呈
し
て
く
れ
る
の
が
現
象
学
的
還
元
な
の
で
あ
る
︒︵
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

一
九
六
四
：
三
〇
九
︶

私
達
の
﹁
日
常
的
な
生
き
方
﹂
に
お
い
て
は
︑﹁
非
主
題
的
に
で
は
あ
る
が
︑
世
界
の
存
在
を
定
立
し
確
信
し
て
生
き
て
い
る
﹂︒
福
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祉
や
医
療
現
場
で
日
々
支
援
を
行
う
︑
と
い
う
﹁
日
常
的
な
生
き
方
﹂
に
お
い
て
︑
そ
の
現
場
で
ル
ー
ル
や
所
与
の
前
提
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
︑﹁
仕
方
な
い
﹂﹁
無
理
だ
﹂
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
︑﹁
そ
う
い
う
も
の
だ
﹂
と
︑
そ
の
も
の
と
し
て
内
面
化
し
な
い
と
︑

日
々
の
仕
事
を
こ
な
し
て
は
い
け
な
い
︒﹁
そ
う
い
う
も
の
だ
﹂
と
い
う
発
言
は
︑
実
際
に
は
﹁
行
為
遂
行
的
発
言
﹂
な
の
だ
が
︑
あ

た
か
も
そ
れ
を
﹁
事
実
確
認
的
発
言
﹂
と
思
い
込
み
︑﹁
世
界
の
存
在
の
定
立
を
確
信
﹂
す
る
こ
と
で
︑
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
の
業
務
を
遂

行
し
て
い
く
︒
こ
れ
こ
そ
︑﹁
素
朴
﹂
な
﹁
断
定
﹂
で
あ
る
︒

だ
が
︑
こ
の
﹁
そ
う
い
う
も
の
だ
﹂
と
い
う
﹁
断
定
﹂
は
︑﹁
こ
れ
こ
そ
が
も
っ
と
も
根
源
的
・
包
括
的
な
先
入
見
﹂
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒
例
え
ば
先
ほ
ど
の
﹁
人
手
不
足
だ
か
ら
︑
安
全
確
保
の
為
だ
か
ら
︑
○
○
だ
か
ら
︑
身
体
拘
束
は
仕
方
な
い
﹂
と
い
う

﹁
断
定
﹂︒﹁
こ
れ
こ
そ
が
も
っ
と
も
根
源
的
・
包
括
的
な
先
入
見
﹂
で
あ
る
と
き
︑
こ
の
﹁
断
定
を
停
止
し
︑
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
露

呈
し
て
く
れ
る
﹂﹁
現
象
学
的
還
元
﹂
を
行
う
︒
筆
者
は
現
場
に
入
り
込
ん
で
観
察
す
る
第
三
者
と
し
て
︑﹁
対
象
に
ぎ
り
ぎ
り
迫
﹂
る

営
み
を
通
じ
て
︑
結
果
的
に
﹁
現
象
学
的
還
元
﹂
を
行
っ
て
き
た
︒
事
実
の
背
後
に
か
る
価
値
前
提
を
引
き
は
が
し
︑
捉
え
直
そ
う
と

し
た
︒
そ
れ
は
時
に
は
現
場
の
反
発
も
浴
び
た
︒
だ
が
︑
こ
の
﹁
現
象
学
的
還
元
﹂
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
︑
う
ま
く
使
え
ば
︑
現
場
に
関

わ
る
外
部
者
の
強
み
と
し
て
も
活
か
せ
る
︒
こ
れ
が
︑
冒
頭
で
述
べ
た
︑
現
場
で
働
い
た
経
験
も
な
い
若
造
で
あ
る
筆
者
が
︑
な
ぜ
福

祉
現
場
の
改
善
役
割
を
求
め
ら
れ
る
の
か
︑
と
つ
な
が
っ
て
く
る
︒

一
般
企
業
が
社
会
情
勢
や
対
象
者
・
顧
客
の
ニ
ー
ズ
の
変
化
に
合
わ
せ
て
淘
汰
や
変
容
を
す
る
よ
う
に
︑
福
祉
現
場
も
社
会
情
勢
や

顧
客
の
ニ
ー
ズ
︑
政
策
の
変
化
な
ど
に
合
わ
せ
た
変
容
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
一
般
企
業
と
違
っ
て
︑
福
祉
領
域
は
弱
者
救
済

と
い
う
公
的
要
素
が
強
い
分
野
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
な
ん
と
な
く
﹁
ぬ
る
ま
湯
﹂
的
に
残
っ
て
し
ま
え
る
︒
さ
ら
に
い
え
ば
︑
利
用
者

と
提
供
者
の
間
の
権
力
の
非
対
称
性
が
強
い
分
野
で
あ
り
︑﹁
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
﹂
利
用
者
は
文
句
を
言
い
に
く
い
︵
竹
端

二
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〇
〇
二
︶︑
と
い
う
実
態
が
あ
る
た
め
︑
な
か
な
か
現
場
の
体
質
改
善
が
し
に
く
い
︒
そ
れ
に
輪
を
か
け
る
よ
う
に
︑
人
員
配
置
・
報

酬
単
価
基
準
の
低
さ
や
制
度
改
革
の
重
な
り
も
あ
っ
て
︑﹁
目
の
前
の
対
応
に
精
一
杯
﹂
で
︑
問
題
が
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
が
︑

ど
こ
か
ら
ど
う
変
え
て
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
福
祉
現
場
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ
︒

そ
の
際
︑
外
部
者
で
あ
る
筆
者
に
求
め
ら
れ
る
の
は
︑
外
在
的
理
論
を
振
り
か
ざ
す
の
で
は
な
く
︑
そ
の
組
織
な
り
地
域
な
り
の
内

在
的
論
理
を
掴
ん
だ
上
で
︑
そ
の
内
在
的
論
理
の
方
向
を
転
換
さ
せ
た
り
︑︵
再
︶
蘇
生
さ
せ
た
り
︑
と
い
う
支
援
で
あ
る
︒﹁
対
象
に

ぎ
り
ぎ
り
と
迫
﹂
る
な
か
で
そ
の
構
造
的
問
題
を
把
握
し
た
上
で
︑﹁
で
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
？
﹂
の
対
案
を
︑
現
場
の
人
と
一

緒
に
模
索
し
︑
デ
ザ
イ
ン
し
︑
実
践
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
枠
組
み
構
造
や
価
値
前
提
そ
の
も
の
を
表
面
化
・
現
前
化
さ

せ
︑
そ
の
構
造
的
制
約
自
体
を
も
い
っ
た
ん
括
弧
に
く
く
り
︵
現
象
学
的
還
元
︶︑
あ
る
べ
き
姿
と
現
実
の
落
差
の
中
で
︑
何
を
ど
う

変
え
て
い
け
ば
具
体
的
に
変
容
可
能
か
︑
を
考
え
る
仕
事
で
も

(
)

あ
る
︒
v

ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
実
践
に
お
け
る
変
容
可
能
性
は
検
討
し
て
も
︑
組
織
な
り
制
度
な
り
地
域
と
い
っ
た
﹁
全
体
像
﹂
自
体
は
︑
変
え

ら
れ
な
い
所
与
の
現
実
と
し
て
︑
あ
る
種
の
﹁
宿
命
論
的
﹂
に
﹁
し
か
な
た
い
﹂
と
諦
め
て
い
る
福
祉
現
場
が
あ
る
︒﹁
構
造
的
制
約

自
体
を
括
弧
に
く
く
る
﹂
事
自
体
の
必
要
性
は
わ
か
っ
て
い
て
も
︑
そ
の
具
体
的
な
方
法
論
が
わ
か
ら
ず
当
惑
し
て
い
る
場
合
も
少
な

く
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
︑
外
部
者
で
あ
る
筆
者
は
こ
の
全
体
的
構
造
に
対
す
る
﹁
宿
命
論
的
﹂
な
視
点
と
も
戦
い
続
け
て

き
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
本
当
に
﹁
仕
方
な
い
﹂
の
か
？

変
容
可
能
性
は
な
い
の
か
？

枠
組
み
自
体
は
問
い
直
さ
な
く
て
い
い
の

か
？福

祉
現
場
の
﹁
構
造
的
制
約
﹂
と
は
︑
今
の
日
本
社
会
の
構
造
的
制
約
に
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
︒
特
に
財
政
緊
縮
が
叫
ば
れ
︑

新
自
由
主
義
的
風
潮
が
強
ま
っ
た
二
〇
〇
〇
年
代
以
後
︑﹁
納
税
者
の
納
得
﹂﹁
公
平
・
平
等
﹂
を
盾
に
︑
支
援
が
必
要
と
さ
れ
る
人
々
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へ
の
政
策
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
﹁
構
造
的
制
約
﹂
の
風
は
強
く
な
っ
て
き
た
︒
そ
ん
な
時
代
背
景
の
中
だ
か
ら
こ
そ
︑
そ
の
﹁
構
造

的
制
約
﹂
自
体
を
捉
え
な
お
し
︑
現
場
レ
ベ
ル
で
も
出
来
る
対
抗
策
︑﹁
あ
る
べ
き
姿
﹂
に
向
け
た
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
や
改
善
を
し
て

い
か
な
い
と
︑
ま
す
ま
す
現
場
は
煮
詰
ま
る
し
︑
硬
直
化
し
て
し
ま
う
︒
そ
う
い
う
危
機
意
識
を
持
っ
た
現
場
の
人
々
と
︑
今
あ
る
素

材
を
使
う
中
で
︑
今
な
い
現
実
を
作
り
出
す
た
め
の
模
索
を
︑
必
死
に
な
っ
て
行
っ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

そ
し
て
︑
こ
の
﹁
構
造
的
制
約
を
括
弧
に
入
れ
﹂﹁
今
な
い
現
実
を
作
り
出
す
た
め
の
模
索
﹂
と
い
う
営
み
は
︑
あ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
理
論
と
も
通
底
し
て
い
た
︒

四

Ｕ
理
論
と
い
う
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム

第
一
線
で
活
躍
す
る
一
五
〇
人
以
上
の
科
学
者
や
起
業
家
グ
ル
ー
プ
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
続
け
て
き
た
オ
ッ
ト
ー
・
シ
ャ
ー
マ
ー

は
︑
す
ぐ
れ
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
る
過
程
を
Ｕ
理
論
と
し
て
描
き
出
し
た
︒
こ
の
Ｕ
理
論
は
次
の
七
つ
の
シ
フ
ト
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る

︵
シ
ャ
ー
マ
ー

二
〇
一
〇
：
七
三
︶︒

︵
�
︶

ダ
ウ
ン
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
︵
D
ow
nloading︶：
過
去
の
パ
タ
ー
ン
を
再
具
現
化
す
る
︱
世
界
を
自
分
の
思
考
の
い
つ
も
の
物

差
し
で
見
る

︵
 
︶

観
る
︵
Seeing︶：
判
断
を
保
留
し
︑
現
実
を
新
鮮
な
眼
で
見
る
︱
観
察
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
は
観
察
す
る
者
と
は
分
離
さ
れ

て
い
る
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︵
!
︶

感
じ
取
る
︵
Sensing︶：
場
に
結
合
し
状
況
全
体
に
注
意
を
向
け
る
︱
観
察
す
る
者
と
観
察
さ
れ
る
も
の
と
の
境
界
が
な
く

な
り
︑
シ
ス
テ
ム
が
そ
れ
自
体
を
見
る
よ
う
に
な
る

︵
"
︶

プ
レ
ゼ
ン
シ
ン
グ
︵
Presencing︶：
未
来
の
領
域
が
生
ま
れ
て
く
る
も
っ
と
も
深
い
源
に
つ
な
が
る
︱
源
か
ら
見
る

︵
#
︶

ビ
ジ
ョ
ン
と
意
図
を
結
晶
化
す
る
︵
C
rystallizing︶：
新
し
い
考
え
を
出
現
す
る
未
来
か
ら
見
て
明
確
化
す
る

︵
$
︶

生
き
て
い
る
マ
イ
ク
ロ
コ
ズ
ム
を
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
す
る
︵
Prototyping︶：
実
践
に
よ
っ
て
未
来
を
切
り
拓
く
︱
新
し
い
も

の
を
﹁
宇
宙
と
の
対
話
に
よ
っ
て
﹂
具
現
化
す
る

︵
%
︶

新
し
い
や
り
方
・
仕
組
み
を
実
行
・
実
体
化
す
る
︵
Perform
ing
and
em
bodying︶：
よ
り
大
き
な
共
進
化
す
る
生
態
系

の
中
に
根
付
か
せ
る

こ
の
七
段
階
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
Ｕ
の
字
に
例
え
た
の
は
︑
次
の
よ
う
な
深
化
と
創
造
プ
ロ
セ
ス
を
Ｕ
の
字
で
象
徴
し
よ
う
と
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
ま
ず
Ｕ
の
左
側
と
し
て
︑︵
�
︶
通
常
の
反
応
を
す
る
︵
R
eacting︶
段
階
で
解
決
出
来
な
い
問
題

に
つ
い
て
︑︵
 
︶
再
設
計
す
る
︵
R
edesigning︶
段
階
︑︵
!
︶
枠
組
み
を
再
構
成
す
る
︵
R
efram
e︶
段
階
を
経
て
︑︵
"
︶
出
現

す
る
未
来
を
感
じ
る
︵
Presencing︶
段
階
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
い
く
︒
そ
の
﹁
も
っ
と
も
深
い
源
﹂
か
ら
︑
今
度
は
Ｕ
の
右
側
の
上

昇
プ
ロ
セ
ス
が
生
ま
れ
る
︒
具
体
的
に
は
︑︵
#
︶
出
現
す
る
未
来
を
結
晶
化
す
る
︵
R
efram
e︶
段
階
︑︵
$
︶
結
晶
化
さ
れ
た
も
の

を
試
作
モ
デ
ル
︵
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
︶
と
し
て
現
実
化
す
る
︵
R
edesigning︶
段
階
︑
さ
ら
に
は
︵
%
︶
そ
の
試
作
モ
デ
ル
を
現
実
の

中
に
普
遍
化
さ
せ
る
︵
R
eacting︶
段
階
へ
と
高
ま
っ
て
い
く
︵
シ
ャ
ー
マ
ー

二
〇
一
〇
：
八
三
︶︒

シ
ャ
ー
マ
ー
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
構
造
を
描
き
出
す
こ
と
が
出
来
た
の
か
︒
そ
れ
は
彼
が
﹁
盲
点
﹂
に
気
づ
く
こ
と
が
出
来
た
か
ら
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だ
︒
彼
は
そ
の
﹁
盲
点
﹂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒

盲
点
と
は
私
達
の
内
面
︑
あ
る
い
は
周
辺
に
あ
っ
て
︑
私
た
ち
の
意
識
や

意
図
が
生
ま
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
︒
何
か
行
動
を
起
こ
す
と
き
の
起
点

と
言
え
よ
う
︒
な
ぜ
﹁
盲
点
﹂
か
と
い
え
ば
︑
そ
れ
は
私
た
ち
の
社
会
的

な
場
︑
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
社
会
的
な
相
互
作
用
の
目
に
は
見
え
な

い
側
面
を
指
し
て
い
る
か
ら
だ
︒
こ
の
社
会
的
な
場
の
見
え
な
い
側
面
は
︑

社
会
的
な
場
が
成
立
し
は
っ
き
り
と
表
れ
て
く
る
場
所
で
あ
る
源
に
関
わ

っ
て
い
る
︒︵
シ
ャ
ー
マ
ー

二
〇
一
〇
：
三
七
︶

こ
の
﹁
盲
点
﹂
と
は
︑
本
稿
で
考
察
し
て
き
た
﹁
世
界
の
定
立
﹂
や
﹁
価
値

前
提
﹂
と
も
通
底
す
る
︒
こ
の
﹁
盲
点
﹂
を
﹁
無
反
省
に
な
さ
れ
て
い
る
断

定
﹂
と
し
て
現
象
学
的
還
元
を
す
る
だ
け
で
な
く
︑﹁
何
か
行
動
を
起
こ
す
と
き
の
起
点
﹂︵
＝
源
︶
と
捉
え
︑
そ
こ
ま
で
深
く
降
り
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
創
造
の
起
源
に
ま
で
立
ち
返
り
︑
そ
こ
か
ら
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
捉
え
よ
う
︑
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
あ
る

と
こ
ろ
が
︑
こ
の
Ｕ
理
論
の
特
徴
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
あ
る
事
実
を
規
定
し
て
い
る
価
値
前
提
や
当
為
の
文
法
を
疑
う
だ
け
で
な
く
︑

そ
の
価
値
前
提
を
﹁
何
か
行
動
を
起
こ
す
と
き
の
起
点
﹂︵
＝
創
造
の
起
源
︶
と
捉
え
︑
そ
こ
か
ら
問
題
を
捉
え
直
し
︑
革
新
的
な
や

り
方
に
つ
な
げ
て
い
こ
う
︑
と
い
う
考
え
方
な
の
で
あ
る
︒
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図� Ｕ理論 （出典：シャーマー（2010）の

p63、p83の図を元に筆者改変）



こ
の
Ｕ
理
論
の
︵
�
︶
～
︵
!
︶
の
プ
ロ
セ
ス
を
現
象
学
的
還
元
︑︵
"
︶
を
現
象
学
的
還
元
に
よ
る
創
造
の
起
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
︑

そ
し
て
︑︵
#
︶
～
︵
%
︶
を
新
た
な
構
造
化
に
基
づ
く
再
文

(
)

脈
化
︑
と
し
て
考
え
る
と
︑
ど
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
︒

vi

暗
黙
の
価
値
前
提
︵
＝
世
界
の
定
立
︑
盲
点
︶
を
疑
わ
な
い
状
態
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
︵
�
︶
と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
こ
か
ら

﹁
断
定
を
一
旦
停
止
﹂
し
て
︑﹁
物
理
的
・
社
会
的
・
文
化
的
世
界
に
結
び
つ
け
て
い
る
鎖
﹂
を
﹁
新
た
な
眼
﹂
で
﹁
見
る
こ
と
︑
意

識
す
る
こ
と
﹂
が
﹁
観
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︵
 
︶︒
そ
の
上
で
︑﹁
世
界
の
定
立
﹂
を
﹁
感
じ
取
る
﹂
こ
と
に
よ
り
︑﹁
シ
ス
テ

ム
が
そ
れ
自
身
を
観
察
す
る
﹂︵
＝
枠
組
み
そ
の
も
の
を
問
う
︶
と
い
う
メ
タ
認
知
的
視
点
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
︵
!
︶︒
こ
れ
ら
の

プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
に
よ
り
︑
価
値
前
提
が
複
数
あ
り
対
立
し
て
い
る
と
い
う
﹁
世
界
観
の
多
数
性
の
本
質
的
理
由
﹂︵
竹
田

二

〇
〇
九
：
七
五
︶
が
明
ら
か
に
な
る
と
共
に
︑
そ
の
問
題
を
構
造
的
に
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
︵
プ
レ
ゼ
ン
シ
ン
グ
：
未

来
の
領
域
が
立
ち
現
れ
る
＝
創
造
の
起
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
︶︵
"
︶︒
そ
の
上
で
︑
立
ち
現
れ
た
﹁
何
か
﹂
を
方
法
論
的
に
﹁
結
晶
化
﹂

︵
#
︶
す
る
中
で
︑
文
脈
そ
の
も
の
を
変
え
る
再
文
脈
化
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
が
出
来
上
が
る
︵
$
︶︒
そ
こ
か
ら
︑﹁
よ
り
大
き
な
共
進

化
す
る
生
態
系
の
文
脈
の
中
に
根
付
か
せ
る
﹂
再
文
脈
化
の
実
践
と
体
系
化
が
出
来
上
が
る
︵
%
︶︒

つ
ま
り
︑
Ｕ
理
論
の
左
側
で
現
象
学
的
還
元
を
帰
納
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
︑
底
で
あ
る
プ
レ
ゼ
ン
シ
ン
グ
︵
＝
出
現
す
る
未
来
︑

創
造
の
起
源
︶
に
た
ど
り
着
く
︒
そ
し
て
︑
そ
の
底
を
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
︑
右
側
で
は
演
繹
的
な
再
文
脈
化
を
行
う
こ

と
に
よ
り
︑
枠
組
み
そ
の
も
の
の
捉
え
な
お
し
と
︑
文
脈
そ
の
も
の
の
書
き
換
え
や
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
の
実
践
化
に
結
び
つ
く
︒
現

象
学
的
還
元
と
再
文
脈
化
は
一
つ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
︑
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
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五

不
在
化
と
魂
の
植
民
地
化

シ
ャ
ー
マ
ー
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
Ｕ
理
論
が
う
ま
く
作
動
す
る
為
の
要
諦
は
︑
O
pen
M
ind︵
開
か
れ
た
思
考
︶︑
O
pen
H
eart︵
開

か
れ
た
心
︶︑
O
pen
W
ill︵
開
か
れ
た
意
思
︶
の
三
つ
で
あ
る
︒
こ
の
三
つ
の
﹁
開
放
﹂
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
ど
う
関
係
付
い
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
？

こ
れ
は
そ
の
対
偶
命
題
で
あ
る
﹁
閉
ざ
さ
れ
た
思
考
︑
閉
ざ
さ
れ
た
心
︑
閉
ざ
さ
れ
た
意
思
﹂
を
考
え
れ
ば
︑
理

解
が
し
や
す
く
な
る
︒

私
達
は
日
常
的
な
時
間
・
空
間
を
過
ご
す
中
で
︑﹁
所
与
の
価
値
前
提
﹂﹁
当
た
り
前
の
枠
組
み
﹂
と
い
っ
た
も
の
を
再
生
産
し
続
け

て
い
る
︒
特
に
︑
筆
者
が
関
わ
る
福
祉
現
場
に
お
い
て
は
︑
日
々
の
介
護
や
介
助
︑
生
活
支
援
な
ど
の
定
常
性
の
高
い
仕
事
が
組
み
込

ま
れ
て
い
る
︒
す
る
と
︑
そ
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
の
支
援
を
受
け
る
当
事
者
や
家
族
に
と
っ
て
も
︑
そ
の
支
援
を
供
給
す
る
支
援
者
に
と

っ
て
も
︑
あ
る
い
は
そ
こ
に
税
金
を
投
入
す
る
行
政
機
関
に
と
っ
て
も
︑
こ
れ
ら
の
﹁
安
定
性
の
崩
壊
﹂
は
困
っ
た
事
態
に
な
る
︒
で

あ
れ
ば
こ
そ
︑
ま
ず
は
﹁
安
心
﹂﹁
安
全
﹂
を
求
め
る
気
持
ち
が
強
く
働
き
︑
現
に
安
心
・
安
全
が
確
保
さ
れ
て
い
る
支
援
に
つ
い
て

は
︑
そ
れ
が
入
所
施
設
や
精
神
科
病
院
で
の
支
援
で
あ
れ
︑
安
心
・
安
全
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
︑
隔
離
収
容
な
ど

の
そ
の
他
の
問
題
性
に
は
蓋
を
し
︑
見
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
︒
あ
る
い
は
﹁
現
状
で
は
仕
方
な
い
﹂﹁
ど
う
せ
無
理
だ
﹂
と
い
う
呪

縛
を
か
け
て
︑
問
題
の
本
質
に
向
き
合
お
う
と
し
な
い
︒
こ
の
構
造
的
忌
避
の
体
質
こ
そ
︑﹁
閉
ざ
さ
れ
た
思
考
︑
閉
ざ
さ
れ
た
心
︑

閉
ざ
さ
れ
た
意
思
﹂
の
連
動
す
る
も
の
だ
︒
シ
ャ
ー
マ
ー
は
そ
の
行
き
着
く
先
が
︑﹁
出
現
す
る
未
来
︵
プ
レ
ゼ
ン
シ
ン
グ
︶﹂
と
は
対

局
に
位
置
す
る
︑﹁
不
在
化
﹂
と
表
現
し
た
︒
ヒ
ト
ラ
ー
の
個
人
秘
書
と
し
て
︑
ナ
チ
ス
政
権
末
期
に
地
下
室
で
ヒ
ト
ラ
ー
と
一
緒
に
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立
て
こ
も
っ
た
ト
ラ
ウ
ド
ル
・
ユ
ン
ゲ
を
例
に
出
し
な
が
ら
︑
シ
ャ
ー
マ
ー
は
﹁
不
在
化
﹂
概
念
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
︒

彼
女
は
︑
意
識
を
持
た
な
い
機
械
人
形
の
よ
う
に
日
々
の
仕
事
を
こ
な
し
て
い
た
自
分
を
語
っ
て
い
る
︒
外
界
で
展
開
し
て
い
る

破
滅
的
状
況
か
ら
だ
け
で
な
く
︑
彼
女
は
真
の
自
己
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
て
い
た
︒﹁
私
達
は
機
械
人
形
の
よ
う
に
動
い
て
い
ま

し
た
︒
そ
の
と
き
の
感
情
は
ま
っ
た
く
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒
も
は
や
自
分
が
自
分
で
は
な
い
よ
う
な
状
態
に
い
た
よ

う
な
気
が
し
ま
す
︒﹂︵
シ
ャ
ー
マ
ー

二
〇
一
〇
：
三
三
七
︶

こ
の
﹁
機
械
人
形
﹂
の
よ
う
な
﹁
真
の
自
己
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
て
い
た
﹂
状
態
と
し
て
の
﹁
不
在
化
﹂︒
こ
れ
を
︑
深
尾
は
﹁
魂

の
植
民
地
化
﹂
と
し
て
整
理
し
て
い
る
︒

人
間
の
魂
が
︑
何
者
か
に
よ
っ
て
呪
縛
さ
れ
︑
そ
の
ま
っ
と
う
な
存
在
が
失
わ
れ
︑
損
な
わ
れ
て
い
る
と
き
︑
そ
の
魂
は
植
民
地

状
態
に
あ
る
と
定
義
す
る
︒
一
定
の
人
間
集
団
が
︑
政
治
的
︑
軍
事
的
︑
経
済
的
に
植
民
地
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
こ
に

生
き
る
人
々
の
魂
が
︑
呪
縛
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
︑
そ
の
精
神
は
植
民
地
化
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
︒
あ
る
い
は
制
度
的
な

植
民
地
状
態
か
ら
︑
国
家
的
独
立
を
果
た
し
た
と
し
て
も
︑
個
々
人
の
精
神
が
内
部
で
深
く
植
民
地
化
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
︑

そ
の
植
民
地
的
魂
は
︑
長
く
人
々
の
心
に
居
座
り
続
け
︑
植
民
地
的
心
性
が
ひ
き
つ
づ
き
︑
蔓
延
す
る
こ
と
と
な
る
︒︵
深
尾

二
〇
〇
九
：
一
〇
︶

379 福祉現場の構造に関する現象学的考察

― 379 ―



﹁
機
械
人
形
﹂
に
な
る
︑
と
い
う
こ
と
は
︑﹁
植
民
地
的
心
性
﹂
の
深
い
内
面
化
︑
で
あ
る
︒﹁
人
間
の
魂
が
︑
何
者
か
に
よ
っ
て
呪

縛
さ
れ
︑
そ
の
ま
っ
と
う
な
存
在
が
失
わ
れ
︑
損
な
わ
れ
て
い
る
﹂
時
に
は
︑﹁
自
分
が
自
分
で
は
な
い
よ
う
な
状
態
﹂
で
あ
り
︑﹁
そ

の
と
き
の
感
情
は
ま
っ
た
く
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
﹂
な
い
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
不
在
化
﹂
＝
﹁
魂
の
植
民
地
化
﹂
は
︑
現
象
学
的
還

元
や
盲
点
を
探
る
動
き
に
も
蓋
を
し
て
し
ま
う
︒

生
き
る
過
程
に
お
い
て
︑
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
呪
縛
を
身
に
ま
と
い
︑
囚
わ
れ
︑
み
ず
か
ら
の
あ
り
よ
う
を
制
約
す
る
︒
こ
の
よ

う
に
自
ら
囚
わ
れ
る
こ
と
を
﹁
自
己
呪
縛
﹂
と
呼
ぶ
︒
何
者
か
に
よ
っ
て
呪
縛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
︑
認
識
す
る
こ

と
は
難
し
い
が
︑﹁
自
己
呪
縛
﹂
に
あ
る
状
態
を
認
識
す
る
こ
と
は
︑
さ
ら
に
困
難
で
あ
る
︒
知
覚
す
る
主
体
自
身
が
︑
呪
縛
の

罠
に
は
ま
っ
て
お
り
︑
自
分
自
身
が
呪
縛
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ら
れ
な
い
︒
そ
れ
ば
か
り
か
︑
呪
縛
を
か
け
ら
れ
て
い

る
人
間
や
価
値
観
を
積
極
的
に
擁
護
し
︑
自
ら
進
ん
で
そ
れ
を
受
け
入
れ
︑
信
奉
し
て
い
る
と
知
覚
す
る
場
合
が
多
い
︒
仮
に
身

近
な
他
者
が
︑
呪
縛
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
も
︑
そ
れ
は
徒
労
に
終
わ
る
ば
か
り
か
︑
逆
に
強
い
反
発
を
か
う
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
︒︵
深
尾

二
〇
〇
九
：
九
︶

現
象
学
的
還
元
と
は
︑﹁
断
定
の
存
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
﹂
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
ら
の
﹁
断
定
﹂
の
根
拠
と
な
る
﹁
物
理
的
・
社

会
的
・
文
化
的
世
界
に
結
び
つ
け
て
い
る
鎖
﹂
を
﹁
見
る
こ
と
︑
意
識
す
る
こ
と
﹂
で
あ
っ
た
︒
だ
が
﹁
自
己
呪
縛
﹂
は
︑﹁
自
分
自

身
が
呪
縛
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ら
れ
な
い
﹂
だ
け
で
な
く
︑﹁
自
ら
進
ん
で
そ
れ
を
受
け
入
れ
︑
信
奉
し
て
い
る
と
知
覚
す

る
場
合
が
多
い
﹂︒
つ
ま
り
︑﹁
世
界
の
定
立
﹂
を
﹁
自
ら
進
ん
で
そ
れ
を
受
け
入
れ
﹂
た
︑
と
自
己
決
定
の
結
果
で
あ
る
と
判
断
し
︑
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﹁
自
分
自
身
が
呪
縛
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ら
れ
な
い
﹂
の
で
あ
る
︒
そ
の
﹁
呪
縛
﹂
が
︑
ど
の
よ
う
に
﹁
み
ず
か
ら
の
あ
り

よ
う
を
制
約
す
る
﹂
の
か
︑
に
つ
い
て
の
検
証
作
用
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
れ
は
﹁
真
の
自
己
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
て
い
た
﹂

﹁
機
械
人
形
﹂
で
あ
る
︒
魂
の
呪
縛
さ
れ
た
﹁
機
械
人
形
﹂
は
︑
自
ら
の
魂
を
植
民
地
化
・
不
在
化
す
る
﹁
世
界
の
定
立
﹂
と
向
き
合

う
チ
ャ
ン
ス
を
失
う
ば
か
り
で
な
く
︑
そ
の
事
を
周
り
か
ら
指
摘
さ
れ
て
も
︑﹁
強
い
反
発
を
か
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
﹂︒﹁
閉
ざ

さ
れ
た
思
考
︑
閉
ざ
さ
れ
た
心
︑
閉
ざ
さ
れ
た
意
思
﹂
は
︑
こ
の
よ
う
な
形
で
︑
人
々
の
魂
を
不
在
化
＝
植
民
地
化
＝
自
己
呪
縛
化
︑

し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒

六

障
壁
を
乗
り
越
え
る

筆
者
が
関
わ
る
福
祉
領
域
に
お
い
て
も
︑
こ
の
よ
う
な
魂
が
不
在
化
＝
植
民
地
化
＝
自
己
呪
縛
化
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
人
と
出
会
う

こ
と
は
︑
決
し
て
少
な
く
な
い
︒

﹁
○
○
だ
か
ら
仕
方
な
い
﹂﹁
ど
う
せ
無
理
だ
﹂﹁
そ
ん
な
の
理
想
論
だ
﹂﹁
や
っ
て
も
い
な
い
者
が
口
出
し
す
る
な
﹂

筆
者
自
身
が
現
場
に
お
け
る
様
々
な
変
革
へ
の
問
い
か
け
を
し
た
時
に
︑
こ
れ
ら
の
フ
レ
ー
ズ
を
少
な
か
ら
ぬ
現
場
の
人
に
言
わ
れ

た
経
験
を
持
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
閉
ざ
さ
れ
た
思
考
︑
閉
ざ
さ
れ
た
心
︑
閉
ざ
さ
れ
た
意
思
﹂
に
よ
る
呪
詛
の
よ
う
な
諦
念
の

言
葉
が
な
ぜ
福
祉
現
場
の
人
々
の
口
か
ら
繰
り
返
し
出
て
く
る
の
か
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
︑
シ
ャ
ー
マ
ー
は
的
確
に
そ
の
背
景
を
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分
析
し
て
い
る
︒

深
い
レ
ベ
ル
に
心
を
開
く
た
め
に
は
︑
次
の
三
つ
の
障
壁
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︱
評
価
・
判
断
の
声
︵
V
O
J:V
oice

ofJudgem
ent︶︑
皮
肉
・
諦
め
の
声
︵
V
O
C
:V
oice
ofC
ynicism
s︶︑
恐
れ
の
声
︵
V
O
F
:V
oice
ofF
ear︶
で
あ
る
︒︵
略
︶

深
い
源
と
出
現
の
流
れ
へ
と
向
か
う
旅
に
出
た
者
は
誰
で
も
︑
思
考
と
心
と
意
思
の
変
容
に
関
す
る
三
つ
の
強
力
な
力
に
直
面
す

る
︒

・
Ｖ
Ｏ
Ｊ
⁝
古
く
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
判
断
・
思
考
の
パ
タ
ー
ン
︒
こ
れ
を
終
了
さ
せ
る
あ
る
い
は
保
留
す
る
能
力
が
な
け

れ
ば
創
造
性
に
向
か
っ
て
進
む
こ
と
は
出
来
ず
︑
Ｕ
曲
線
の
よ
り
深
い
レ
ベ
ル
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

・
Ｖ
Ｏ
Ｃ
⁝
我
々
を
取
り
巻
く
場
に
飛
び
込
む
こ
と
を
阻
む
︑
皮
肉
︑
傲
慢
さ
︑
冷
淡
さ
と
い
っ
た
断
絶
的
な
感
情
︒

・
Ｖ
Ｏ
Ｆ
⁝
な
じ
み
の
あ
る
自
己
や
世
界
を
手
放
す
こ
と
へ
の
恐
れ
︑
前
に
進
む
事
へ
の
恐
れ
︑
無
の
世
界
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ

と
へ
の
恐
れ
︒

Ｕ
の
よ
り
深
い
レ
ベ
ル
か
ら
作
用
す
る
能
力
は
︑
シ
ス
テ
ム
が
抵
抗
か
ら
く
る
力
や
挑
戦
に
対
峙
で
き
る
度
合
い
に
よ
っ
て
決
ま

る
︒
至
高
体
験
は
誰
に
で
も
起
こ
り
得
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
抵
抗
の
力
を
退
け
る
修
練
を
し
た
人
々
だ
け
が
︑
社
会
的
な
出
現
の

よ
り
深
い
レ
ベ
ル
と
領
域
か
ら
確
か
な
行
動
が
と
れ
る
だ
ろ
う
︒︵
シ
ャ
ー
マ
ー

二
〇
一
〇
：
三
一
三
︱
三
一
四
︶

他
者
に
よ
る
評
価
・
判
断
の
声
︵
Ｖ
Ｏ
Ｊ
︶
は
︑﹁
創
造
性
に
向
か
っ
て
進
む
こ
と
﹂
を
希
求
す
る
﹁
思
考
﹂
を
︑
既
知
の
パ
タ
ー

ン
に
押
し
と
ど
め
る
︒
そ
れ
で
も
何
と
か
し
た
い
と
﹁
心
﹂
を
開
い
て
一
歩
踏
み
出
し
て
み
て
も
︑﹁
そ
ん
な
の
無
理
だ
よ
﹂
と
い
う
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皮
肉
・
諦
め
の
声
︵
Ｖ
Ｏ
Ｃ
︶
は
︑
た
ち
ま
ち
﹁
断
絶
的
な
感
情
﹂
と
し
て
支
配
す
る
︒
例
え
上
記
二
つ
の
障
壁
を
乗
り
越
え
た
と
し

て
も
︑﹁
な
じ
み
の
あ
る
自
己
や
世
界
を
手
放
す
こ
と
へ
の
恐
れ
︑
前
に
進
む
事
へ
の
恐
れ
︑
無
の
世
界
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
へ
の

恐
れ
﹂
と
い
う
恐
れ
の
声
︵
Ｖ
Ｏ
Ｆ
︶
が
﹁
自
己
呪
縛
﹂
と
な
る
限
り
︑
意
思
は
開
か
れ
る
こ
と
な
く
︑﹁
抵
抗
の
力
﹂
の
前
で
打
ち

砕
か
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
﹁
三
つ
の
障
壁
﹂
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
︑﹁
抵
抗
の
力
を
退
け
る
修
練
﹂︑
つ
ま
り
は
現
象
学
的
還
元
を
す

る
中
で
︑
魂
の
不
在
化
＝
植
民
地
化
＝
自
己
呪
縛
化
と
い
う
﹁
断
定
﹂
の
根
拠
と
な
る
﹁
物
理
的
・
社
会
的
・
文
化
的
世
界
に
結
び
つ

け
て
い
る
鎖
﹂
を
﹁
見
る
こ
と
︑
意
識
す
る
こ
と
﹂
が
必
要
だ
︒
も
し
も
﹁
抵
抗
か
ら
く
る
力
﹂
に
負
け
て
し
ま
う
と
︑
こ
の
﹁
不
在

化
﹂
は
必
然
的
に
﹁
組
織
制
度
の
硬
直
化
﹂
や
﹁
集
団
的
崩
壊
﹂
を
も
た
ら
す
︑
と
シ
ャ
ー
マ
ー
は
指
摘
す
る
︒

福
祉
現
場
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
﹁
硬
直
化
﹂﹁
崩
壊
﹂
の
危
機
に
お
い
て
筆
者
が
行
っ
て
き
た
事
は
︑﹁
三
つ
の
障
壁
﹂
を
ど
う
乗
り

越
え
る
の
か
︑
の
コ
ー
チ
ン
グ
で
あ
っ
た
︒
魂
の
不
在
化
＝
植
民
地
化
＝
自
己
呪
縛
化
の
危
機
に
あ
っ
て
︑
ベ
ク
ト
ル
を
逆
方
向
に
回

し
て
︑
集
団
や
組
織
︑
シ
ス
テ
ム
が
再
生
す
る
た
め
の
条
件
を
探
る
再
構
造
化
で
あ
っ
た
︒
現
場
の
定
常
性
が
︑
い
つ
の
間
に
か
官
僚

性
の
逆
機
能
に
通
底
す
る
何
か
に
す
り
替
わ
り
︑
継
続
性
・
安
定
性
は
担
保
さ
れ
る
も
の
の
︑
制
度
や
シ
ス
テ
ム
の
硬
直
化
を
も
た
ら

す
弊
害
を
沢
山
見
て
き
た
︒
ま
た
︑
現
場
の
人
自
身
が
︑
そ
の
弊
害
状
況
に
直
面
し
な
が
ら
︑
そ
こ
か
ら
ど
う
変
わ
れ
ば
い
い
の
か
︑

の
き
っ
か
け
や
入
り
口
を
探
し
あ
ぐ
ね
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
︒
あ
る
い
は
︑
問
題
を
感
じ
な
が
ら
も
︑
問
題
の
構
造
全
体
を
理

解
で
き
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
︒
三
つ
の
障
壁
の
ど
こ
か
で
立
ち
す
く
み
︑
そ
れ
以
上
前
に
進
め
な
い
︑
と
い
う
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
に
さ

し
か
か
っ
て
い
る
人
も
少
な
か
ら
ず
見
て
き
た
︒

ゆ
え
に
︑
三
つ
の
障
壁
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
︑
現
場
の
実
践
者
と
研
究
者
の
協
働
実
践
の
中
で
︑
そ
の
問
題
全
体
と
﹁
開
か
れ

た
思
考
﹂
で
向
か
い
合
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
中
で
﹁
開
か
れ
た
心
﹂
で
シ
ス
テ
ム
全
体
の
声
を
聴
き
︑
現
場
の
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定
常
性
と
い
う
偏
見
・
先
入
観
か
ら
も
︑
そ
し
て
観
察
者
の
偏
見
・
先
入
観
か
ら
も
自
由
に
な
っ
た
﹁
開
か
れ
た
意
思
﹂
を
持
っ
て
眺

め
続
け
る
か
ら
こ
そ
︑﹁
不
在
化
﹂
と
は
真
逆
の
︑﹁
出
現
す
る
未
来
﹂
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
こ
そ
︑﹁
魂
の
脱
植
民
地
化
﹂

作
用
そ
の
も
の
で
も
あ
る
︒

﹁
不
在
化
﹂
＝
﹁
魂
の
植
民
地
化
﹂
の
プ
ロ
セ
ス
が
︑
外
部
か
ら
押
し
つ
け
ら
た
︑
あ
る
い
は
﹁
所
与
の
前
提
﹂
と
さ
れ
た
社
会
シ

ス
テ
ム
の
構
造
パ
タ
ー
ン
の
盲
信
︵
ダ
ウ
ン
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
︶
と
︑
そ
れ
に
基
づ
く
行
動
と
い
う
﹁
思
考
の
省
略
﹂
が
そ
の
基
盤
に
あ

る
と
す
る
と
︑﹁
出
現
す
る
未
来
﹂
＝
﹁
魂
の
脱
植
民
地
化
﹂
は
︑
状
況
や
己
自
身
の
構
造
に
関
す
る
﹁
物
理
的
・
社
会
的
・
文
化
的

世
界
に
結
び
つ
け
て
い
る
鎖
﹂
を
徹
底
的
に
見
続
け
る
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
﹁
思
考
の
停
止
・
省
略
﹂
を
せ
ず
︑﹁
開
か
れ
た
思
考
﹂

の
ま
ま
︑
深
く
潜
り
続
け
る
︑
と
い
う
こ
と
だ
︒
現
象
学
的
還
元
︑
つ
ま
り
判
断
は
保
留
に
し
た
ま
ま
︑﹁
心
﹂
と
﹁
意
思
﹂
も
開
き
︑

感
じ
続
け
る
︒
そ
う
し
て
全
体
像
を
眺
め
続
け
る
中
で
︑﹁
内
な
る
源
﹂︵
＝
プ
レ
ゼ
ン
シ
ン
グ
︶
へ
と
た
ど
り
着
け
る
︒
こ
れ
は
︑
三

つ
の
障
壁
と
い
う
﹁
抵
抗
﹂
を
突
き
抜
け
て
︑
岩
盤
を
掘
り
続
け
る
よ
う
に
︑
井
戸
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
井
戸
の
先
に

﹁
内
な
る
源
﹂
と
い
う
鉱
脈
に
た
ど
り
着
く
プ
ロ
セ
ス
と
も
描
く
こ
と
が
出
来
る
︒

七

魂
の
脱
植
民
地
化
と
い
う
プ
レ
ゼ
ン
シ
ン
グ

思
え
ば
筆
者
が
小
さ
い
と
き
か
ら
一
番
嫌
い
だ
っ
た
言
葉
が
︑﹁
仕
方
な
い
﹂﹁
無
理
だ
﹂
と
い
う
言
葉
だ
っ
た
︒
自
分
自
身
の
可
変

性
︑
社
会
の
可
塑
性
に
対
す
る
蓋
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
な
呪
詛
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
︑
直
感
的
に
反
発
し
て
い
た
︒
だ
が
︑
大
人
に

な
り
︑
自
身
が
﹁
社
会
化
﹂
さ
れ
る
中
で
︑
い
つ
の
ま
に
か
こ
れ
ら
の
呪
詛
を
内
面
化
し
︑﹁
自
己
呪
縛
﹂
を
正
当
化
し
て
い
る
自
分
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自
身
も
い
た
︒
だ
が
一
方
で
︑
大
学
院
生
の
頃
か
ら
︑
多
く
の
障
害
当
事
者
と
出
会
う
中
で
︑
彼
ら
彼
女
ら
が
精
神
科
病
院
や
入
所
施

設
と
い
う
場
で
︑
構
造
的
暴
力
に
直
面
し
︑
そ
こ
に
幽
閉
さ
れ
て
い
る
実
態
も
見
て
き
た
︒
障
害
が
あ
る
が
故
に
︑﹁
他
の
者
と
の
平

等
﹂
な
社
会
環
境
か
ら
阻
害
さ
れ
︑
役
割
や
尊
厳
な
ど
が
剥
奪
さ
れ
て
い
い
の
か
︒
そ
う
い
う
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
︑
研
究
を
続
け
︑

現
場
に
も
コ
ミ
ッ
ト
し
続
け
て
き
た
︒

そ
れ
ゆ
え
に
︑
Ｕ
理
論
と
魂
の
脱
植
民
地
化
理
論
は
︑
人
々
の
認
識
構
造
︵
価
値
前
提
︶
と
︑
そ
れ
に
基
づ
く
社
会
シ
ス
テ
ム
構
造

︵
事
実
︶
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
の
変
容
を
導
く
た
め
の
︑
大
き
な
鍵
と
な
る
理
論
で
あ
る
︑
と
実
感
し
て
い
る
︒
本
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た

っ
て
︑
そ
の
二
つ
の
理
論
の
要
諦
に
つ
い
て
︑
検
討
し
て
お
き
た
い
︒

我
々
が
︑
自
ら
の
魂
の
脱
植
民
地
化
過
程
を
伴
い
な
が
ら
︑
探
求
し
︑
探
索
し
て
い
る
も
の
は
何
か
︒
現
時
点
で
お
ぼ
ろ
げ
な
が

ら
見
え
て
い
る
も
の
を
以
下
に
列
挙
し
て
︑
小
論
の
締
め
く
く
り
と
し
た
い
︒

�
︑
我
々
が
求
め
る
の
は
︑
魂
の
抑
圧
や
︑
監
督
に
よ
る
社
会
秩
序
で
は
な
く
︑
創
発
に
も
と
づ
い
た
自
由
な
魂
に
よ
る
社
会

で
あ
る
︒

 
︑
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
︑
我
々
は
︑
動
的
な
秩
序
を
模
索
す
る
︒

!
︑
魂
の
自
由
は
︑﹁
呪
縛
﹂
か
ら
の
解
放
に
よ
っ
て
の
み
獲
得
さ
れ
う
る
︒

"
︑
日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
︑
不
可
避
的
に
押
し
寄
せ
て
く
る
支
配
や
呪
縛
の
罠
を
払
い
の
け
︑
自
己
欺
瞞
に

よ
ら
な
い
生
を
実
現
す
る
こ
と
が
魂
の
脱
植
民
地
化
過
程
で
あ
る
︒

#
︑
自
ら
の
植
民
地
性
を
払
拭
す
る
努
力
を
続
け
る
こ
と
で
︑﹁
自
主
﹂﹁
自
律
﹂﹁
自
発
﹂
に
基
づ
く
社
会
を
構
築
す
る
︒
そ
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の
よ
う
な
社
会
を
我
々
は
﹁
自
豪
﹂︵
自
ら
誇
り
に
思
う
︶
す
る
︒︵
深
尾

二
〇
〇
九
：
三
七
︶

我
々
は
み
な
︑
一
つ
で
は
な
く
二
つ
で
あ
る
︒
個
人
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
で
は
な
く
二
つ
で
あ
る
︒
一
方
で
は
︑

我
々
は
過
去
か
ら
現
在
へ
の
旅
を
通
し
て
で
き
あ
が
っ
た
個
人
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
︑
つ
ま
り
現
在
の
自
己
で
あ
る
︒
他
方
で
は
︑

別
の
私
が
存
在
す
る
︒
眠
っ
て
い
る
自
己
︑
つ
ま
り
︑
こ
れ
か
ら
旅
を
通
し
て
生
み
出
さ
れ
︑
命
を
与
え
ら
れ
︑
現
実
に
な
る
の

を
我
々
の
中
で
待
っ
て
い
る
自
己
が
あ
る
︒
プ
レ
ゼ
ン
シ
ン
グ
は
こ
の
二
つ
の
自
己
を
結
合
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
︒
未
来
か
ら

我
々
の
真
の
自
己
へ
近
づ
い
て
い
く
こ
と
だ
︒︵
シ
ャ
ー
マ
ー

二
〇
一
〇
：
二
四
八
︶

﹁
仕
方
な
い
﹂﹁
無
理
だ
﹂
と
い
う
諦
念
︵
＝
呪
詛
︶
は
︑
ド
ミ
ナ
ン
ト
ス
ト
ー
リ
ー
︵
＝
強
固
な
枠
組
み
︶
が
強
く
支
配
的
な
社
会
︑

そ
れ
以
外
の
選
択
肢
の
存
在
を
許
さ
な
い
原
理
主
義
的
領
域
等
に
お
い
て
︑
そ
れ
へ
の
﹁
抵
抗
﹂
を
内
側
に
持
ち
な
が
ら
も
︑
一
歩
踏

み
出
せ
ず
に
飲
み
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
人
を
構
造
的
に
追
い
込
む
︵
＝
魂
を
植
民
地
・
不
在
化
す
る
︶
力
を
持
っ
て
い
る
︒
そ

し
て
︑
構
造
的
に
追
い
込
ま
れ
た
現
実
を
︑﹁
行
為
遂
行
的
発
言
﹂
と
意
識
す
る
こ
と
無
く
︑
暗
黙
の
前
提
化
し
て
﹁
事
実
確
認
的
発

言
﹂
と
し
て
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
枠
組
み
を
内
在
的
論
理
と
し
て
組
み
込
む
︒
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
︑﹁
魂
の
抑
圧
や
︑
監
督
に

よ
る
社
会
秩
序
﹂
が
生
み
出
し
た
﹁
自
己
呪
縛
﹂
の
そ
れ
で
も
あ
り
︑﹁
過
去
か
ら
現
在
へ
の
旅
を
通
し
て
で
き
あ
が
っ
た
個
人
や
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
︑
つ
ま
り
現
在
の
自
己
﹂
と
し
て
︑
暗
黙
の
前
提
と
し
て
根
付
い
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
そ
の
際
︑﹁
開
か
れ
た
思
考
﹂﹁
開

か
れ
た
心
﹂﹁
開
か
れ
た
意
思
﹂
に
従
っ
て
現
象
学
的
還
元
の
旅
に
漕
ぎ
出
す
こ
と
は
︑
評
価
・
判
断
の
声
︵
Ｖ
Ｏ
Ｊ
︶︑
皮
肉
・
諦
め

の
声
︵
Ｖ
Ｏ
Ｃ
︶︑
恐
れ
の
声
︵
Ｖ
Ｏ
Ｆ
︶
と
い
う
三
つ
の
障
壁
と
直
接
対
峙
す
る
事
が
求
め
ら
れ
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁
世
界
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の
定
立
﹂
の
﹁
暴
露
﹂
を
防
ぐ
た
め
の
﹁
植
民
地
化
﹂
作
用
の
障
壁
は
︑
並
大
抵
で
は
切
り
拓
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
だ
が
︑﹁
日

常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
︑
不
可
避
的
に
押
し
寄
せ
て
く
る
支
配
や
呪
縛
の
罠
を
払
い
の
け
︑
自
己
欺
瞞
に
よ
ら
な
い
生
を

実
現
す
る
こ
と
﹂
を
通
じ
て
︑
上
記
の
三
つ
の
障
壁
は
取
り
払
う
こ
と
が
出
来
る
︒
そ
の
上
で
︑﹁﹃
呪
縛
﹄
か
ら
の
解
放
に
よ
っ
て
の

み
獲
得
さ
れ
う
る
﹂﹁
魂
の
自
由
﹂
と
は
︑﹁
眠
っ
て
い
る
自
己
︑
つ
ま
り
︑
こ
れ
か
ら
旅
を
通
し
て
生
み
出
さ
れ
︑
命
を
与
え
ら
れ
︑

現
実
に
な
る
の
を
我
々
の
中
で
待
っ
て
い
る
自
己
﹂
と
の
出
会
い
で
も
あ
る
︒
そ
の
出
会
い
の
場
で
あ
る
﹁
プ
レ
ゼ
ン
シ
ン
グ
﹂︵
＝

内
な
る
源
︶
の
場
か
ら
︑﹁
二
つ
の
自
己
を
結
合
す
る
プ
ロ
セ
ス
﹂
に
旅
立
つ
﹁
動
的
な
秩
序
﹂
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

﹁﹁
自
主
﹂﹁
自
律
﹂﹁
自
発
﹂
に
基
づ
く
社
会
﹂
の
構
築
が
少
し
ず
つ
近
づ
い
て
い
く
︒

﹁
未
来
か
ら
我
々
の
真
の
自
己
へ
近
づ
い
て
い
く
こ
と
﹂
は
︑
自
分
自
身
や
自
身
が
属
す
る
社
会
を
﹁
脱
植
民
地
化
﹂
す
る
上
で
の
︑

出
発
点
︵
ア
ル
フ
ァ
︶
で
あ
り
到
達
点
︵
オ
メ
ガ
︶
で
も
あ
る
︒
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
︑
福
祉
現
場
の
構
造
的
制
約
を
括
弧
に
入
れ
︑
脱

植
民
地
化
過
程
へ
の
跳
躍
を
模
索
す
る
た
め
の
現
象
学
的
考
察
の
一
形
態
で
も
あ
る
︑
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

筆
者
の
拙
い
研
究
や
実
践
も
︑
こ
の
出
発
点
・
到
着
点
に
た
ど
り
着
く
た
め
の
漸
近
線
の
旅
路
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒

附
記
：
本
稿
で
は
福
祉
現
場
の
構
造
を
掴
む
た
め
の
現
象
学
的
考
察
に
焦
点
化
し
た
︒
筆
者
自
身
の
魂
の
脱
植
民
地
化
に
つ
な
が
る
現

象
学
的
考
察
と
メ
タ
認
知
的
視
点
の
獲
得
に
関
し
て
は
︑
竹
端
︵
印
刷
中
︶
で
検
討
し
た
の
で
︑
ご
関
心
の
あ
る
方
は
そ
ち
ら
も
参
考

に
さ
れ
た
い
︒
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ー
︑
Ｃ
・
オ
ッ
ト
ー
︵
二
〇
一
〇
︶﹃
Ｕ
理
論
︱
過
去
や
偏
見
に
と
ら
わ
れ
ず
︑
本
当
に
必
要
な
﹁
変
化
﹂
を
生
み
出
す
技
術
﹄
英
治
出
版
︒

竹
端
寛
︵
二
〇
〇
二
︶﹁
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
は
言
わ
な
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
﹂﹃
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
研
究
﹄
二
号

竹
端
寛
︵
二
〇
〇
三
︶﹁
精
神
障
害
者
の
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
果
た
す
精
神
科
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
︵
Ｐ
Ｓ
Ｗ
︶
の
役
割
と
課
題
﹂
大
阪
大
学
大

学
院
人
間
科
学
研
究
科
博
士
論
文
︒

竹
端
寛
︵
二
〇
〇
四
︶﹁
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
ど
こ
ま
で
浸
透
し
た
か
？
︱
グ
ル
ン
デ
ン
協
会
に
お
け
る
self
advocacy
の
あ

り
方
と
イ
エ
テ
ボ
リ
市
に
お
け
る
地
域
生
活
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
調
査
に
基
づ
い
て
︱
﹂﹃
平
成
一
五
年
度
厚
生
労
働
科
学
研
究
障
害
保
健
福
祉
総
合

研
究
推
進
事
業
日
本
人
研
究
者
派
遣
報
告
書
﹄
http://w
w
w
.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/other/takebata.htm
l

竹
端
寛
︵
二
〇
〇
五
︶﹁
地
域
移
行
後
の
障
害
者
地
域
自
立
生
活
を
支
え
る
ス
タ
ッ
フ
教
育
の
あ
り
方
に
関
す
る
基
盤
的
研
究
﹂﹃
平
成
一
六
年
度
厚
生
労
働

科
学
研
究
障
害
保
健
福
祉
総
合
研
究
推
進
事
業
報
告
書
﹄
http://w
w
w
.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/japan/takebata/index.htm
l

竹
端
寛
︵
二
〇
〇
七
ａ
︶﹁﹃
入
院
患
者
の
声
﹄
に
よ
る
捉
え
直
し
︱
精
神
科
医
療
と
権
利
擁
護
﹂﹃
支
援
の
障
害
学
に
向
け
て
﹄
現
代
書
館
︒

竹
端
寛
︵
二
〇
〇
七
ｂ
︶﹁
地
域
移
行
と
権
利
擁
護
﹂﹃
福
祉
先
進
国
に
お
け
る
脱
施
設
化
と
地
域
生
活
支
援
﹄
現
代
書
館
︒

竹
端
寛
︵
二
〇
〇
九
︶﹁
福
祉
行
政
職
員
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
研
修
﹂
山
梨
学
院
大
学
﹃
法
学
論
集
﹄
六
三
：
三
一
八
︱
三
五
八
︒

竹
端
寛
︵
二
〇
一
一
︶﹁
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
機
能
の
﹃
小
さ
な
制
度
﹄
化
と
そ
の
課
題
：
精
神
医
療
分
野
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
事
例
分
析
を
も
と
に
﹂﹃
ノ
ン

プ
ロ
フ
ィ
ッ
ト
レ
ビ
ュ
ー
﹄
一
一
︵
二
︶

竹
端
寛
︵
印
刷
中
︶﹁
枠
組
み
外
し
の
旅
︱
宿
命
論
的
呪
縛
か
ら
真
の
︿
明
晰
﹀
に
向
か
っ
て
︱
﹂﹃
東
洋
文
化
﹄
九
二
号
︒
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竹
田
青
嗣
︵
二
〇
〇
九
︶﹃
現
象
学
は
︿
思
考
の
原
理
﹀
で
あ
る
﹄
ち
く
ま
新
書
︒

吉
岡
充
・
田
中
と
も
江
︵
二
〇
〇
九
︶﹃
縛
ら
な
い
看
護
﹄
医
学
書
院
︒

注︵
ⅰ
︶

障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
交
付
金
の
特
別
対
策
事
業
に
お
け
る
﹁
特
別
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
﹂
の
こ
と
で
︑
山
梨
で
は
五
年
目
︑
三
重
で
も
四
年

目
に
な
る
︒

︵
ⅱ
︶

入
院
・
入
所
施
設
の
構
造
的
問
題
や
そ
の
解
決
方
法
に
つ
い
て
は
竹
端
︵
二
〇
〇
二
︑
二
〇
〇
三
︑
二
〇
〇
七
ａ
︑
二
〇
〇
七
ｂ
︶
で
考
え
続
け
て

き
た
︒

︵
ⅲ
︶
﹁
対
象
に
ぎ
り
ぎ
り
迫
る
﹂
指
導
教
官
二
人
の
姿
勢
は
︑
二
人
の
主
著
の
タ
イ
ト
ル
︑﹃
寝
た
き
り
老
人
の
い
る
国

い
な
い
国
﹄︵
大
熊

一
九
九

〇
︶︑﹃
精
神
病
院
を
捨
て
た
イ
タ
リ
ア

捨
て
な
い
日
本
﹄︵
大
熊

二
〇
〇
九
︶
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
︒
ち
な
み
に
両
書
と
も
︑
福
祉
政
策
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
も
た
ら
す
一
冊
と
な
っ
て
い
る
︒

︵
ⅳ
︶

た
と
え
ば
︑
日
本
の
精
神
科
医
療
の
現
場
で
は
︑
看
護
師
の
人
員
基
準
は
他
科
の
三
分
の
二
で
よ
い
︑
と
い
う
﹁
精
神
科
特
例
﹂
制
度
が
実
質
的
に

温
存
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
特
に
夜
勤
帯
で
は
人
手
不
足
が
恒
常
的
に
な
っ
て
い
る
︑
な
ど
の
﹁
鎖
﹂
が
あ
る
︒
こ
の
点
は
詳
し
く
は
竹
端
︵
二
〇
〇
七

ａ
︶
参
照
︒

︵
ⅴ
︶

こ
の
現
場
の
内
在
的
論
理
に
基
づ
く
構
造
化
支
援
に
つ
い
て
は
︑
三
重
県
で
の
実
際
に
行
っ
た
独
自
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
を
テ
ー
マ
に
竹
端

︵
二
〇
〇
九
︶
に
お
い
て
考
察
し
た
︒

︵
ⅵ
︶
再
文
脈
化
概
念
は
︑
あ
る
枠
組
み
に
お
け
る
現
在
の
﹁
支
配
的
な
物
語
︵
ド
ミ
ナ
ン
ト
ス
ト
ー
リ
ー
︶﹂
に
対
置
さ
せ
る
形
で
︑﹁
反
・
支
配
的
な
物

語
﹂
と
し
て
物
語
を
書
き
換
え
︑
語
り
直
す
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
セ
ラ
ピ
ー
理
論
の
中
で
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
︒
詳
し
く
は
野
口
︵
二
〇
〇
二
︶
を
参
照
︒
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