
テ
‥
マ
別
分
科
会

社
会
科
学
が
、
我
々
を
と
り
ま
く
現
実
を
何
ら
か
の
方
法
で
認
識

し
、
記
述
し
よ
う
と
欲
す
る
時
、
そ
こ
に
相
異
な
る
二
つ
の
要
請

が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。　
一方
で
は
「科
学
」
と
し
て
の
客
観

性
の
保
持
、
す
な
わ
ち
、
研
究
者
の
個
人
的
価
値
判
断
を
排
除
し
、

純
粋
な
事
実
の
記
述
に
努
め
よ
と
い
う
も
の
。
他
方
で
は
「思
想
」

と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
獲
得
、
す
な
わ
ち
、
現
実
社
会
が
内
包

す
る
矛
盾
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
対
す
る
何
ら
か
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ヴ
の
可
能
性
を
提
示
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

要
請
を
同
時
に
み
た
す
社
会
認
識
は
果
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
が
筆
者
の
主
た
る
問
題
関
心
で
あ
る
。

今
世
紀
の
初
頭
に
あ
っ
て
、　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
社
会

学
と
い
う
新
し
い
学
問
分
野
を
確
立
す
べ
く
、
そ
の
方
法
論
の
研

究
に
膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
つ
い
や
し
て
い
る
。
彼
は
前
者
の
要

請
に
つ
い
て
、
「価
値
自
由
」
の
言
葉
を
も
っ
て
繰
り
返
し
論
じ

て
お
り
、
そ
の
意
味
は
今
日
も
色
あ
せ
て
は
い
な
い
。
そ
の
一方

で
、
事
実
的
研
究
の
領
域
に
お
け
る
彼
の
社
会
学
の
成
果
は
、
い

鈴
　
木
　
一示
　
徳

わ
ゆ
る
「近
代
化
＝
合
理
化
」
論
を
軸
と
し
た
内
在
的
な
近
代
批

判
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
彩
ら
れ
た
時
代
診
断
は
、

「思
想
」
家
と
し
て
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
像
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
も
つ
二
つ
の
側
面

は
、
相
互
に
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
と
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。

ま
ず
間
わ
れ
る
べ
き
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
「近
代
批
判
者
」
と

解
釈
す
る
場
合
の
批
判
の
根
拠
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
「近
代

化
＝
合
理
化
」
の
一側
面
で
あ
る
と
と
も
に
そ
の
意
味
像
を
担
う

と
考
え
ら
れ
る
『物
象
化
（く
Φ『８
３
一い３
目
”と
概
念
に
着
目
し
、

こ
れ
を
鍵
と
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
の
諸
成
果
を
読
み
解
く
こ

と
と
す
る
。
次
い
で
彼
の
科
学
論
・方
法
論
的
著
作
に
目
を
向
け
、

そ
の
認
識
論
的
前
提
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
物
象
化
論
と
の
整

合
を
確
か
め
る
。
そ
の
際
の
筆
者
の
関
心
は
、
あ
く
ま
で
、
ウ
ェ

ー
バ
ー
の
論
理
を
貫
徹
し
た
際
に
、
真
に
近
代
批
判
は
可
能
で
あ

ろ
う
か
、
と
い
う
点
に
尽
き
る
も
の
で
あ
る
。

ウ
エ
|

バ

―
社
会
学
に
お
け
る
物
象
化
論
の
位
置
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一　
事
実
的
研
究
に
お
け
る
『物
象
化
』

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「物
象
化
」
に
つ
い
て
最
も
明
快
に
説
明
し
た

箇
所
が
、
『経
済
と
社
会
』
の
「市
場
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
関
係
（未

完
）
」
と
題
さ
れ
た
章
に
あ
る
。

「市
場
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
内
部
で
は
、
交
換
行
為
、
特
に
貨

幣
に
よ
る
交
換
は
孤
立
し
て
個
々
の
相
手
の
行
為
に
準
拠
す
る
も

の
で
は
な
く
、
よ
り
合
理
的
に
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
、

潜
在
的
に
交
換
に
利
害
を
も
つ
者
す
べ
て
の
行
為
に
準
拠
す
る
よ

う
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
市
場
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
そ
れ
自
体
は
、

人
間
が
互
い
に
参
入
す
る
実
生
活
の
関
係
で
、
最
も
脱
個
人
的
な

Ｔ
●罵
『８
”】いｏこ
関
係
で
あ
り
う
る
。　
―
―
（中
略
）
――
こ
れ

は
、
市
場
が
固
有
の
物
象
的
な
→
Ｒ
〓】中３
）、
交
換
財
の
み
の
利

害
に
準
拠
す
る
か
ら
で
あ
る
。市
場
が
そ
の
固
有
法
則
性
０
一零
マ

鴇
∽Φ一Ｎ】ぃ３
ざ
ぃこ
に
身
を
委
ね
る
と
こ
ろ
、そ
れ
は
ザ
ッヘ
の
み
を

顧
慮
し
→
電
＞
３
多
８
８
『
∽３
Ｆ
）、
個
人
や
（５

，
＞
３
多
８

Ｒヽ
鬱Φ『８
づｌ
…
←
同
胞
義
務
と
恭
順
義
務
ｅ
ａ
計
『【一３
５
中一？

目
ヽ
コ
Φ一砕
∽Ｌ
】いｏＦ
）、
自
然
の
ま
ま
の
個
人
的
な
Ｇ
聟
＆
づ】】卜
）

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
支
え
ら
れ
た
人
間
関
係
を
顧
慮
し
な
い
の

で
あ
る
。」
﹇ョ
“，
∽・田
鷺
』

物
象
化
さ
れ
た
経
済
と
、
同
胞
性
や
恭
順
で
む
す
ば
れ
た
「個

人
的
な
（罵
８ヽ
ュ
一３
）」
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
の
対
比
は
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
特
徴
的
な
論
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
一般
的
に
は
、
い

わ
ゆ
る
二
重
倫
理
と
そ
の
突
破
の
問
題
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
原
初
的
に
は
、
恭
順
と
い
う
紐
帯
で
結
ば
れ
た
「近
隣
共

同
体
」
内
部
で
は
、
同
胞
間
の
無
制
限
な
営
利
追
求
を
禁
止
し
よ

う
と
す
る
態
度
（対
内
道
徳
）
が
と
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
比
較
文
化
史
的
研
究
は
、
こ
の
態
度
に
対
す
る
各
世
界
宗

教
の
経
済
倫
理
が
も
つ
影
響
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
例
え

ば
儒
教
倫
理
は
そ
れ
自
体
が
「恭
順
」
を
説
く
も
の
で
あ
る
し
、

古
代
ユ
ダ
ヤ
で
は
そ
の
「パ
ー
リ
ア
民
」
と
し
て
の
意
識
が
二
重

倫
理
を
強
固
に
す
る
と
い
う
結
果
を
導
い
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も

ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、
資
本
主
義
経
済
の
物
象
性

３
”３
一一３
Ｆ
】一Ｙ
脱
個
人
性
″ｃ
●罵
『∽ｇ
一一３
５
いこ
が
、
人
間
関

係
を
倫
理
的
に
規
制
す
る
こ
と
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
、
こ

れ
に
対
し
て
「深
刻
な
嫌
悪
」
を
示
し
た
と
い
う
。
そ
の
帰
結
が
、

同
胞
倫
理
・
隣
人
愛
の
要
請
に
基
づ
く
利
子
取
得
の
禁
止
と
公

正
価
格
の
設
定
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ル
タ
ー
派
の
倫
理
は
こ
の

考
え
方
を
基
本
的
に
継
承
す
る
が
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
流
れ
を

汲
む
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
諸
派
は
異
な
る
。
カ
ル
ヴ

ィ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
に
お
い
て
は
人
間
的
な
対
人
関
係
へ
の
嫌
悪
と

被
造
物
神
化
の
拒
否
が
彼
ら
を
「物
象
的
な
ｏ脱
個
人
的
な
」
活

動
へ
と
向
か
わ
し
め
、
被
造
物
界
の
秩
序
を
神
の
意
志
に
従
わ
せ

ん
が
た
め
に
「物
象
化
」
を
推
し
進
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

―-52-―



Ｔ
∞】・”
∽Ｆ
ｐ
いさ
い・﹈
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「物
象
化
」
を
語
る
際
、

絶
え
ず
そ
れ
は
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
歴
史
的
意
義

と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「物
象
化
」
論
は
、
支
配
の
社
会
学
に
お

い
て
も
重
要
な
意
義
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
上
記
の

引
用
箇
所
に
あ
る
「ザ
ッ
ヘ
を
顧
慮
し
、
個
人
を
顧
慮
し
な
い
」

と
い
う
表
現
が
度
々
現
れ
る
。
例
え
ば
官
僚
行
政
を
説
明
し
た
箇

所
で
、
「
『物
象
的
な
』
処
理
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
計
算
可
能

な
規
則
に
従
っ
て
『個
人
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
♂
ヨ
Φ
＞
３
？

ゴ８
０１
■Φ『８
こ
』
処
理
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
﹇ヨ
」ρ

∽・

８
こ
と
あ
る
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
「カ
リ
ス
マ
の
物
象
化
」
の
説
明

の
な
か
で
は
、　
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
聖
職
者
が
も
つ
「官

職
カ
リ
ス
マ
」と
し
て
の
性
格
が
「純
粋
に
個
人
的
な
、
個
人
つ
Φ守

∽ｏこ
の
証
し
に
付
着
す
る
カ
リ
ス
マ
的
召
命
を
、
―
人
中
略
）

―
官
職
機
構
の
担
い
手
た
る
個
人
の
価
値
を
顧
慮
せ
ず
に
♂
〓Ｂ

＞
〓
多
８

８ヽ
ヨ
Φ『オ
お
【
”Φ『８
日
）
官
職
機
構
を
聖
化
す
る

よ
う
な
カ
リ
ス
マ
的
能
力
に
、
物
象
化
し
転
化
す
る
最
も
徹
底
し

た
形
式
ニ
ヨ
●〇
・
Ｐ
Ｒ
出
　
で
ぁ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
説
明
に
あ
る
、
官
職
機
構
の
内
部
に
お
け
る
支
配
―
服
従

関
係
が
ヘ
ル
＝
支
配
者
の
りΦ『８
日に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
な
る

と
い
う
の
は
、
官
僚
制
＝
合
法
的
支
配
全
般
に
つ
い
て
も
言
え
る

事
柄
で
あ
る
０
官
僚
制
に
お
い
て
は
「カ
リ
ス
マ
を
授
け
ら
れ
た

個
人
η
Φ『∽８
８
）、
す
な
わ
ち
預
言
者
や
英
雄
へ
の
信
仰
（〇
一彗
‐

ｇ
じ
と
帰
依
（目
〓
∞”ｇ
）に
よ
る
服
従
〔＝
カ
リ
ス
マ
的
支
配

（筆
者
注
記
）
〕
で
は
な
く
、
ま
た
神
聖
な
伝
統
や
、
伝
統
的
秩

序
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
個
人
的
ヘ
ル
Ｃ
Φ『∽０５【い３
８
〓
Φ『『８
）

へ
の
恭
順
η
μΦＳ
こ
に
よ
る
服
従
〔＝
伝
統
的
支
配
（同
と
で
も

な
く
て
―
六
中
略
Ｙ
Ｉ
、　
一般
的
な
形
で
示
さ
れ
た
物
象
的
な

『官
職
義
務
』
へ
の
脱
個
人
的
な
繋
縛
」
﹇”
四
・
９
ミ
ど
が
決

定
的
な
特
徴
で
あ
る
と
い
う
。
服
従
の
様
態
が
ヘ
ル
の
■Φ『８
５に

対
す
る
恭
順
や
帰
依
、
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
な
る
こ
と
ぃ

こ
れ
を
物
象
化
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

伝
統
的
支
配
や
カ
リ
ス
マ
的
支
配
が
句Φヽ
８
●へ
の
服
従
で
あ
る

の
に
対
し
、
合
法
的
支
配
に
お
い
て
は
「合
法
的
に
制
定
さ
れ
た
、

物
象
的
脱
個
人
的
な
秩
序
」
あ
る
い
は
「規
則
」
の
体
系
そ
の
も

の
に
対
し
て
服
従
が
な
さ
れ
る
。
個
々
の
官
僚
の
服
従
の
様
態
が

「官
職
義
務
（＞
８
一３
〓
３
じ
」
で
あ
る
、
あ
る
い
は
「天
職

つ
Φ『亀
）
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
彼
ら
が
官
職
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

ー
の
内
部
で
、
こ
の
「規
則
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
専
門
的

『権
限
』
の
範
囲
内
で
職
務
を
遂
行
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
彼
は
「休
み
な
く
動
き
続
け
る
機
構
の
中
の
、
専
門
化

さ
れ
た
任
務
を
委
ね
ら
れ
た
個
々
の
一環
に
す
ぎ
ず
」
、
「こ
の

機
構
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
全
職
員
の
共
同
の
利
害
に
、
し
っ
か
り

と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
」
。
個
々
の
官
僚
は
、
「彼
が
編
入
さ
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れ
て
い
る
『装
置
』
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
で
き
」
ず
、
「彼
の
全

物
質
的
・観
念
的
生
存
を
挙
げ
て
、
そ
の
活
動
に
結
び
付
け
ら
れ

て
い
る
」
﹇ョ
“ｐ
ｐ
鶏
２

の
で
あ
る
。

官
僚
制
的
支
配
の
構
造
は
、
専
門
的
に
分
業
さ
れ
た
職
務
を
合

理
的
・計
画
的
に
総
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「事
実

上
不
壊
に
近
い
統
一体
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
官

僚
制
の
永
続
的
性
格
は
、
こ
の
支
配
形
態
が
も
つ
『脱
個
人
性
』

の
ゆ
え
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
。
ひ
と
た
び
合
理
的
に
組
織
さ

れ
た
官
僚
組
織
は
、
そ
れ
が
一切
支
配
者
の
句Φヽ
８
●を
顧
慮
し
な

い
と
い
う
性
格
を
も
つ
た
め
、
い
か
な
る
権
力
の
下
で
も
合
目
的

的
な
機
能
を
遂
行
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
ビ
ス
マ
ル
ク
政
権
下
で
整

備
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
官
僚
機
構
が
、
一八
九
〇
年
の
彼
の
隠
退
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
有
能
な
政
治
指
導
者
不
在
の
ま
ま
、
な
お
そ
の
機
能

を
自
己
運
動
的
に
継
続
し
た
と
い
う
事
実
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の

点
に
度
々
言
及
す
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
官
僚
制
を
『未
来
の
隷
従

の
容
器
』
「
ｐ
∽・８
こ
と
呼
び
な
が
ら
も
そ
の
必
要
性
と
不
可

避
性
を
認
め
、
そ
れ
を
統
御
す
る
指
導
者
の
出
現
に
期
待
す
る
の

で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「近
代
批
判
」
と
は
、
そ
の
か
な
り
の

部
分
を
官
僚
制
批
判
と
し
て
、
す
な
わ
ち
物
象
化
さ
れ
た
支
配
形

態
に
対
す
る
批
判
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

二
　
行
為
主
体
の
二
重
性

以
上
の
よ
う
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
叙
述
を
読
む
限
り
、
彼
の
い
う

『物
象
化
』
と
は
、
「「Φ【∽ｏ目を
顧
慮
し
な
い
」
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
当
該
の
文
化
諸
領
域
に
お
い
て
、
そ
れ
が
要
求
す
る
秩
序

（ま
た
は
法
則
性
、
規
則
、
…
…
）
の
論
理
に
服
し
て
行
為
が
な

さ
れ
る
状
態
と
規
定
で
き
る
。
現
実
を
記
述
す
る
際
に
、
こ
れ
程

ま
で
に
「物
象
化
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
以
上
、

こ
う
し
た
認
識
枠
組
み
。あ
る
い
は
世
界
像
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が

自
ら
規
定
し
て
い
る
方
法
論
的
前
提
と
何
ら
か
の
連
関
が
あ
る
と

考
え
る
の
は
、
不
当
で
は
な
か
ろ
う
。
以
下
で
は
、
合
理
的
行
為

を
基
礎
と
し
て
理
論
を
構
築
し
て
ゆ
く
と
い
う
彼
の
方
法
に
お
い

て
、
そ
こ
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
行
為
主
体
の
性
格
が
い
か
に
規

定
さ
れ
て
い
る
か
、
こ
の
点
に
絞
っ
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「物
象
化

論
」
的
世
界
像
と
、
彼
の
認
識
論
的
前
提
と
の
相
互
の
関
係
に
つ

い
て
、
考
察
を
試
み
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
彼
が
規
定
す
る
合
理

的
行
為
主
体
を
一貫
し
て
『人
格
η
Φ『＆
目Ｈ】．３
５
一じ
」
と
呼
ぶ
。

こ
の
言
葉
は
次
元
の
異
な
る
様
々
な
文
脈
の
中
で
用
い
ら
れ
る
が
、

便
宜
的
に
こ
れ
を
三
つ
の
場
合
（Ａ
群
、
Ｂ
群
、
Ｃ
群
）
に
分
け

て
そ
の
意
味
内
容
を
検
討
す
る
。
検
討
す
べ
き
資
料
は
以
下
の
と

お
り
。

Ａ
群
『人
格
』
＝
方
法
論
的
に
設
定
さ
れ
る
行
為
主
体
の
理
念
型

Ａ
ｌ
ｌ
ｌ
行
為
者
の
「決
意
」
が
「よ
り
自
由
に
」
な
さ
れ
る
に
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つ
れ
て
、
す
な
わ
ち
「外
的
な
」
強
制
貪
〓
曽
じ
や
抑
え
る
こ

と
の
で
き
な
い
「情
動
（＞
欧
キ
８
と
と
か
に
曇
ら
さ
れ
な
い
、

「自
己
の
」
「考
量
」
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
し
だ

い
に
多
く
な
る
に
つ
れ
て
、
動
機
づ
け
は
、
他
の
条
件
が
等
し

い
場
合
に
は
、
ま
す
ま
す
徹
底
的
に
「目
的
」
と
「手
段
」
と

の
範
疇
の
中
へ
組
み
込
ま
れ
、
し
た
が
っ
て
動
機
づ
け
の
合
理

的
分
析
、
お
よ
び
場
合
に
よ
っ
て
は
合
理
的
な
行
為
の
シ
ェ
ー

マ
に
そ
れ
を
組
み
込
む
こ
と
が
、
ま
す
ま
す
完
全
に
お
こ
な
わ

れ
う
る
。
だ
が
そ
の
結
果
――
一方
に
お
い
て
は
行
為
者
、
他

方
に
お
い
て
は
分
析
を
行
う
研
究
者
に
あ
っ
て
―
‥
、
法
則
論

的
な
知
識
が
果
た
す
役
割
も
ま
た
ま
す
ま
す
大
き
く
な
り
、
行

為
者
は
、
手
段
に
つ
い
て
ま
す
ま
す
「決
定
さ
れ
」る
。
だ
が
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
「行
為
」が
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
意
味

に
お
い
て
「よ
り
自
由
」
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
す
な
わ
ち
、

そ
れ
が
「自
然
的
生
起
」
と
い
う
性
格
を
お
び
る
こ
と
が
少
な

く
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
と
と
も
に
最
後
に
は
、
次
の
よ
う
な

「人
格
Ｑ
Φ『＆
ュ
い３
ざ
ぃこ
」
の
概
念
、
す
な
わ
ち
特
定
の
究

極
的
価
値
と
生
の
「意
義
」
――
こ
れ
ら
は
人
格
の
所
為
に
お

い
て
、
自
ら
を
目
的
と
化
す
こ
と
で
こ
れ
を
目
的
論
的
な
合
理

的
行
為
へ
と
転
化
せ
し
め
る
――
に
対
す
る
人
格
の
内
的
関
係

の
恒
常
性
の
う
ち
に
そ
の
本
質
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
人
格
の

概
念
も
ま
す
ま
す
効
力
を
も
つ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ

に
つ
れ
て
、
逆
に
、
個
人
的
生
（罵
『３
●Ｐい，
８
ｒ３
８
３
の

ほ
の
ぐ
ら
い
未
分
化
の
植
物
的
「底
層
」
の
な
か
に
、
す
な
わ

ち
気
質
と
気
分
の
展
開
η
Φ日
Ｒ
３
８
８
一∽―“●Ｏ
ｒ
一日
日
日
明
―

８
一〓
キ
ｏＰ“●じ
の
限
り
な
い
精
神
物
理
的
諸
条
件
の
錯
綜
に
も

と
づ
く
「非
合
理
性
」
――
そ
れ
を
「個
人
η
Φ『８
日と
は
動

物
と
も
す
っ
か
り
共
に
す
る
も
の
な
の
だ
が
――
の
な
か
に
、

個
人
的
な
も
の
貧
８
りΦ『８
５【一３
８
）
の
固
有
の
神
聖
さ
を
求

め
よ
う
と
す
る
、
「人
格
η
Φ『６
５Ｆい多
ざ
いじ
」
観
念
の
か
の

ロ
マ
ン
的
。自
然
主
義
的
用
法
も
、
ま
す
ま
す
弱
く
な
る
の
で

あ
る
。
﹇ョ
Ｆ
∽・８
一
『ロ
ッ
シ
ャ
ニ
ー
と
ク
ニ
ー
ス
』
よ
り
﹈

Ａ
２
１１
我
々
が
こ
の
上
も
な
く
経
験
的
「自
由
の
感
情
」
を

抱
い
て
な
す
行
為
と
は
、
そ
れ
が
、
合
理
的
に
、
す
な
わ
ち
精

神
的
、
物
理
的
「強
制
毬
■
”●∞ビ
や
情
熱
的
「情
動
＞́
いいキ
‐

一３
」
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
明
確
な
判
断
が
「偶

然
」
曇
ら
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
遂
行
さ
れ
た
と
我
々
が
意

識
す
る
よ
う
な
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
行

為
に
お
い
て
、
我
々
は
、
明
確
に
意
識
し
た
一
つ
の
「目
的
」

を
、
我
々
の
知
識
の
尺
度
、
す
な
わ
ち
経
験
諸
規
則
か
ら
み
て

最
も
適
合
的
と
さ
れ
る
「手
段
」
に
よ
っ
て
追
及
す
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
も
し
歴
史
が
こ
の
よ
う
な
意
味
で
「自
由
な
」

す
な
わ
ち
合
理
的
な
行
為
と
の
み
関
わ
り
合
っ
て
い
る
と
す
れ

ば
、
歴
史
の
課
題
は
は
て
し
な
く
容
易
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
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い
う
の
は
用
い
ら
れ
た
手
段
か
ら
行
為
者
の
目
的
も
「動
機
」

も
「格
率
」
も
一義
的
に
推
論
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
行
為

の
Ｉ
Ｉ
多
義
的
な
言
葉
だ
が
植
物
的
意
味
に
お
け
る
――
「個

人
的
な
も
の
貧
器
「Φ『３
●】”３
８
」
を
形
成
す
る
あ
ら
ゆ
る

非
合
理
性
が
そ
の
場
合
に
は
排
除
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

，―
（中
略
Ｙ
Ｉ
だ
が
人
間
行
為
が
決
し
て
こ
の
よ
う
に
純
粋

に
合
理
的
に
解
明
し
う
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
、
事
実

に
つ
い
て
の
非
合
理
的
「偏
見
（く
Ｒ
Ｒ
一Φ一】ｅ
」
、
考
え
違
い

（∪
８
〓
３
】Φし
、
錯
誤
含『『言
ヨ
Φこ
の
み
な
ら
ず
、
「気
質

角
Φ日
罵
８
８
８
一と
と
か
気
分
Ｃ
〓
３
８
Ｅ
器
３
」
、
「情
動

（＞
いいΦＦ
←
」
も
人
間
の
「自
由
」
を
曇
ら
せ
て
い
る
と
い
う

こ
と
―
‐
（中
略
）
―
‐
ま
さ
に
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
純
粋
に
プ

ラ
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
史
学
を
不
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
「非
合
理
性
」
と
い
う
も
の
を

行
為
は
、
ま
さ
し
く
個
々
の
自
然
現
象
と
共
に
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
歴
史
家
が
、
歴
史
の
諸
連
関
の
解
明
を
妨

げ
る
一
つ
の
要
素
と
し
て
人
間
行
為
の
「非
合
理
性
」
を
述
べ

る
場
合
、
そ
こ
で
歴
史
的
経
験
的
行
為
が
比
較
さ
れ
る
の
は
、

要
す
る
に
自
然
に
お
け
る
生
起
で
は
な
く
、
純
粋
に
合
理
的
な

行
為
、
す
な
わ
ち
目
的
が
き
っ
ぱ
り
と
定
め
ら
れ
、
そ
れ
に
適

合
し
た
手
段
に
も
っ
ぱ
ら
準
拠
し
た
行
為
の
理
念
含
０
”じ
な

の
で
あ
る
。
﹇ョ
ｒ
ｐ
館
Ｒ
ヽ
文
化
科
学
の
論
理
学
の
領
域
に
お

け
る
批
判
的
研
究
』
よ
り
﹈

Ｂ
群
『人
格
』
＝
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
史
的
意
義

Ｂ
ＩＩ
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
禁
欲
――
お
よ
そ
「合
理
的
」

な
禁
欲
は
す
べ
て
そ
う
だ
が
１１
の
働
き
は
、「情
動
（＞
いいΦτ

一←
」
に
対
し
て
「恒
常
的
動
機
貧
ｏ３
ご
ユ
８
〓
２
】お
と

を
、
と
く
に
禁
欲
自
体
に
よ
っ
て
「修
得
」
さ
れ
た
恒
常
的
動

機
を
固
守
し
主
張
す
る
能
力
を
人
間
に
あ
た
え
る
こ
と
、――
つ

ま
り
、
こ
う
し
た
形
式
的
・心
理
的
な
意
味
に
お
け
る
「人
格

つ
Φ『∽ｇ
】卜多
Ｆ
”一）
」
に
人
間
を
教
育
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

﹇”
四
・ｐ
いヽ

『プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義

の
精
神
』
よ
り
。
同
内
容
の
箇
所
が
”
∽
Ｆ

，
鶴
『に
み
ら
れ
る
﹈

Ｃ
群
『人
格
』
＝
学
問
に
生
き
る
者
に
対
し
要
請
さ
る
べ
き
理
想

Ｃ
ＩＩ
し
か
し
今
日
学
生
が
教
室
に
お
い
て
何
よ
り
も
ま
ず
彼

の
教
師
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
―
人
中
略
Ｙ
Ｉ
第
二
に
、
彼

自
身
の
個
人
つ
Φ”８
じ
を
ザ
ッ
ヘ
Ｇ
Ｒ
Ｆ
）
の
後
ろ
に
ひ
き
と

め
て
お
き
→
Φ】Ｂ
Φ一器
お
りΦ『８
●
〓
詳
８
針
Φ
∽Ｒ
ぎ
ざ
‐

『言
ξ
湧
お
申ＦΦじ
、
し
た
が
っ
て
と
り
わ
け
彼
の
個
人
的
な

（零
『＆
ユ
一ｏこ
趣
味
的
感
覚
や
そ
の
他
の
感
覚
を
頼
ま
れ
も
し

な
い
の
に
ひ
け
ら
か
そ
う
と
す
る
欲
求
を
抑
え
る
こ
と
で
あ
る
。

―
人
中
略
Ｙ
Ｉ
「人
格
つ
Φ『∽ｇ
Ｆ
革
Φいこ
」
と
は
、
そ
れ
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が
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
日
に
と
ま
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
い
わ
ば

失
わ
れ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
意
味
で
一
つ
の
「統
一体
つ
ま
・

ぎ
〓
）
」
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
は
、

―
―
こ
れ
は
人
が
主
張
し
て
き
た
こ
と
だ
が
――
全
く
正
し
く

な
い
。
い
か
な
る
職
業
的
課
題
に
お
い
て
も
、
ザ
ッ
ヘ
そ
の
も

の
Ｃ
Ｒ
ぎ
”Ｆ
８
一ｏぎ
）
が
そ
の
権
利
を
要
求
し
、
そ
の
固
有

の
法
則
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
の
を
欲
す
る
。
い
か
な
る
職
業

的
課
題
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
課
さ
れ
て
い
る
人
は
、
自
己
を

限
定
し
、
厳
密
に
ザ
ッ
ヘ
に
属
さ
な
い
も
の
を
排
除
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
最
も
排
除
す
べ
き
は
自
身
の
愛
ｅ
μ３
３
と
憎

し
み
（口
，い
）で
あ
る
。――
（中
略
Ｙ
Ｉ
　
「人
格
η
Φヽ
∽０●中い３
‐

・５
】じ
で
あ
る
こ
と
」
は
、
人
が
意
図
し
て
欲
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
で
あ
り
、
（あ
る
い
は
，
）
そ
う
な
り
得
る
な
ら
、

「ザ
ッ
ヘ
」
と
「ザ
ッ
ヘ
」
か
ら
発
す
る
「日
々
の
要
求
翁
９
‐

８
【５
∞
０８
↓”零
←
」
が
個
々
の
場
合
ど
の
よ
う
な
様
相
を

呈
し
よ
う
と
、
「ザ
ッ
ヘ
Ｇ
Ｒ
ぎ
）
」
へ
の
お
し
み
な
い
献
身

と
い
う
た
だ
一
つ
の
道
し
か
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
ザ

ッ
ハ
リ
ヒ
な
専
門
的
論
究
に
個
人
的
な
事
柄
を
混
ぜ
る
の
は
ふ

さ
わ
し
く
な
い
。
そ
し
て
も
し
「職
業
つ
Φヨ
０
」
が
要
求
す

る
特
殊
な
種
類
の
自
己
限
定
を
行
わ
な
い
な
ら
、
「職
業
」
か

ら
、
今
日
な
お
そ
れ
が
現
実
に
有
し
て
い
る
唯
一
の
意
味
を
奪

う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
﹇ョ
ｒ
∽。お
ω
『社
会
学
ｏ経

済
学
に
お
け
る
「価
値
自
由
」
の
意
味
』
よ
り
。
同
内
容
の
箇
所

が
ヨ
ｒ
●
３
卜
に
み
ら
れ
る
。﹈

こ
う
し
た
整
理
の
仕
方
に
対
し
て
当
然
起
こ
り
得
る
疑
間
と
、

確
認
す
べ
き
議
論
の
前
提
に
つ
い
て
、
三
点
ほ
ど
述
べ
て
お
き
た

い
。第

一点
。
全
く
次
元
の
異
な
る
三
つ
の
局
面
を
同
一に
扱
う
こ

と
の
妥
当
性
、
す
な
わ
ち
、
三
つ
の
局
面
に
お
い
て
『人
格
Ｏ
ｏｌ

６
ヨ一】３
Ｆ
いこ
』
な
る
語
に
何
ら
か
の
同
一
の
意
味
内
容
が
与
え
ヽ

ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
。
第
二
点
。
文
中
で
、
明
ら
か
に
『人
格

η
Φ『３
●】い３
５
μ一）
』
と
『個
人
η
Φヽ
８
じ
』
と
の
意
味
内
容
が

区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
。
第
二
点
。
文
中
の
『個
人
的
（Ｐ
Ｔ

８
ュ
ぃｏこ
』
な
る
語
は
、　
一貫
し
て
『個
人
η
Φ『８
３
』
の
形
容

詞
形
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
『人
格
η
Φ【８
●】い３
５
いけと

の
形
容
詞
形
で
は
な
い
こ
と
。
同
時
に
『個
人
的
な
も
の
（ヽ
圏

句Φ『８
５】い３
８
」
と
は
、
『個
人
的
Ｏ
Φ『∽ｇ
】卜３
）』
の
名
詞
化

で
あ
る
た
め
、
『個
人
（”
９
８
●
）
』
の
派
生
語
で
あ
り
、『人

格
η
Φ『８
づｒい３
ざ
いじ
』
の
そ
れ
で
は
な
い
と
い
う
点
。
（し
た

が
っ
て
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
慣
例
の
よ
う
に
まお
８ヽ
●】卜３
こを

「人
格
的
」
と
訳
し
、
ど
器
”Φ【＆
目【一３
■
　
を
「人
格
的
な
も

の
」
と
訳
す
こ
と
は
し
な
い
。
）

第
一点
め
に
つ
い
て
。
ま
ず
Ａ
群
と
Ｂ
群
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
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Ｂ
に
あ
る
、
『人
格
』
を
『恒
常
的
動
機
」
と
す
る
説
明
は
、『
ロ

ッ
シ
ャ
ー
と
ク
ニ
ー
ス
〓
ョ
ｒ
∽・ミ
﹈
や
『批
判
的
研
究
』
﹇ョ
ｒ

ｐ
一８
﹈
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
共
通
性
は
明
ら
か
で
あ

る
。
次
に
Ｂ
群
と
Ｃ
群
で
は
、
Ｃ
の
『職
業
』
や
『日
々
の
要
求
』

の
語
が
、
Ｂ
群
Ｔ
性
・”
∽
目
・ｒ
鶴
己
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ

て
い
る
こ
と
の
証
明
と
な
ろ
う
。
最
後
に
Ａ
群
と
Ｃ
群
で
あ
る
が
、

鍵
と
な
る
の
は
Ｃ
に
あ
る
「
『人
格
』
を
『統
一体
」
と
す
る
見

解
」
に
対
す
る
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
論
駁
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
ロ
ッ

シ
ャ
ー
と
ク
ニ
ー
ス
」
に
お
い
て
（Ａ
ｌ
の
直
後
で
）
述
べ
ら
れ

る
、
ク
ニ
ー
ス
批
判
の
内
容
そ
の
も
の
と
考
え
て
構
わ
な
い
だ
ろ

う
。
『
ロ
ッ
シ
ャ
ー
と
ク
ニ
ー
ス
』
に
よ
れ
ば
、
カ
ー
ル
・
ク
ニ

ー
ス
は
人
間
を
ま
ず
内
的
に
無
矛
盾
な
「統
一体
」
で
あ
る
と
把

握
し
、
す
べ
て
の
行
為
を
こ
こ
か
ら
の
「流
出
」
で
あ
る
と
考
え

る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
研
究
対
象
で
あ
る
歴
史
的
個
体
の
内
実
を
、

こ
の
よ
う
に
形
而
上
学
的
な
実
体
と
す
る
主
張
を
退
け
、
観
察
者

に
と
っ
て
動
機
の
「理
解
」
が
可
能
な
、
「行
為
」
の
レ
ベ
ル
で

議
論
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
そ
れ
が
Ａ
ｌ
、
Ａ
２
の
主
張
、
す

な
わ
ち
目
的
合
理
的
行
為
の
主
体
と
し
て
の
『人
格
』
を
理
念
型

と
す
る
、
と
い
う
考
え
方
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

三
つ
の
局
面
は
同
一
の
『人
格
η
Φヽ
∽０ュ
一３
ざ
いじ
』
を
め
ぐ

っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
『人
格
』
と
は
、
理
論
に
お
け
る
概
念

的
な
道
具
立
て
で
あ
る
と
と
も
に
、
現
実
に
そ
う
あ
る
べ
き
理
想

で
あ
り
、
両
者
の
モ
デ
ル
を
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の

な
か
に
見
い
だ
し
得
る
の
で
あ
る
。

第
二
点
、
第
二
点
め
に
つ
い
て
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
『個
人
■９

，８
』
を
明
ら
か
に
『人
格
η
Φ『８
５一中３
５
い０
」
と
は
区
別
し

て
用
い
て
い
る
。
但
し
問
題
は
形
容
詞
ご
ｏ『＆
ュ
】卜
．̈の
扱
い
で

あ
る
。
細
か
い
論
証
は
省
略
す
る
が
、
Ａ
ｌ
、
Ａ
２
、
Ｃ
を
比
較

す
れ
ば
＾^”９
８
●．の
形
容
詞
形
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

特
に
Ａ
群
で
は
『人
格
句Φ「∽ｇ
【い多
ざ
〓
』
が
合
理
的
な
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
、
『個
人
りｏ「８
●
』
、
『個
人
的
な
も
の
貧
器

りΦヽ
８
●】”３
８
』
は
非
合
理
と
さ
れ
て
い
る
。

〓一

『情
動
』
の
克
服
と
し
て
の
合
理
性

こ
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
『人
格
つ
Φ『８
ュ
一３
５
いじ
』
と
の

対
比
で
述
べ
ら
れ
る
『個
人
」
や
『個
人
的
な
も
の
』
と
は
何
を

意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
『個
人
η
Φ学

８
●）」
と
は
Ａ
ｌ
、
Ａ
２
で
現
れ
る
『気
質
翁
Φ８
暑
８
８
８
き

や
『気
分
Ｏ
〓
日
日
Ｅ
Ｌ
」、そ
し
て
何
よ
り
も
『情
動
（＞
いい帰
一ビ

に
従
っ
て
行
為
す
る
主
体
を
指
す
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
Ａ
ｌ
、

Ａ
２
で
は
目
的
合
理
的
行
為
に
対
置
さ
れ
る
の
が
『情
動
（＞
†

お
Ｆ
と
で
あ
り
、
Ｂ
で
は
こ
れ
を
「恒
常
的
動
機
」
（＝
『人
格

つ
ｏ”３
●】い３
５
】一）
』
）
に
対
置
さ
せ
て
用
い
て
い
る
。
そ
し
て

後
に
述
べ
る
が
、
Ｃ
の
「愛
つ
い３
８
と
憎
し
み
（口
”い
と
こ
そ
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が
『情
動
（＞
いいキ
一ピ
そ
の
も
の
で
あ
る
。

目
的
合
理
的
に
行
為
す
る
主
体
（
『人
格
』
）
に
対
し
て
『情

動
』
を
「非
合
理
的
な
も
の
」
と
し
て
対
比
さ
せ
る
と
い
う
方
法

は
、
『
ロ
ッ
シ
ャ
ー
と
ク
ニ
ー
ス
』
に
お
い
て
既
に
明
瞭
に
表
れ

て
い
る
。
三
度
に
わ
た
っ
て
「
・３
・
９
８
８
述
べ
ら
れ
る
「フ

リ
ー
ド
リ
ツ
ヒ
・
ブ
イ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
」
の
例
が
そ
れ
で
あ
る
。

因
果
的
経
験
諸
規
則
に
基
づ
い
た
目
的
合
理
的
行
為
は
、　
霊
日遍

的
な
性
格
」
を
も
つ
「理
念
型
的
構
成
」
た
り
得
る
と
い
う
。
研

究
者
は
、
こ
れ
を
現
実
の
個
性
的
な
個
別
的
因
果
連
関
に
お
い
て

「解
明
的
仮
説
」
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
、
そ
の
な
か
の
「合
理

的
で
な
い
」
構
成
要
素
を
識
別
し
得
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
フ
リ

ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
が
現
実
に
行
っ
た
行
為
の
う

ち
合
理
的
要
素
と
非
合
理
的
要
素
と
を
識
別
す
る
こ
と
で
、
彼
の

行
為
を
歴
史
的
に
解
明
し
、
そ
れ
を
因
果
的
に
歴
史
の
連
関
の
な

か
に
整
序
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
説
明

の
な
か
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「非
合
理
的
要
素
」
と
し
て
ま
ず
挙

げ
る
の
が
『情
動
』
な
の
で
あ
る
。

合
理
的
行
為
と
情
動
と
の
対
比
は
、絶
え
ず
「理
念
型
」
と
「具

体
的
な
個
別
的
諸
連
関
」
と
の
対
比
と
パ
ラ
レ
ル
に
現
れ
る
。
す

な
わ
ち
合
理
的
行
為
を
理
念
型
と
し
て
現
実
の
多
様
性
は
「情
動
」

で
測
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
度
々
述
べ
ら
れ
、

最
晩
年
の
『社
会
学
の
根
本
概
念
」
に
至
る
ま
で
一貫
し
て
い
る
。

『根
本
概
念
』
で
は
情
動
と
し
て
不
安
（＞
●明
し
、
怒
り
■
９
じ

功
名
心
Ｇ
耳
器
】じ
、
羨
望
（Ｚ
Φ一３
、
嫉
妬
Ｇ
いいΦ『〓
３
じ
、
愛

（ｒ
Φｇ
）
、
熱
狂
つ
£
Φ”∽一Φ２
●し
、
誇
り
（∽ざ
Ｆじ
、
復
讐
心

（”
，多
＆
電
∽じ
、
恭
順
つ
一ｏＳ
じ
、
帰
依
（口
い●∞”ｇ
）
、
あ
ら
ゆ

る
種
類
の
欲
望
（ω８
ぃΦ＆
８
２
【Ｒ
＞
『じ
が
挙
げ
ら
れ
た
後
（Ｃ

に
あ
る
「愛
匡
３
Φ
」
は
少
な
く
と
も
情
動
で
あ
る
。
そ
し
て
恭

順
！
帰
依
！
）
、
こ
う
述
べ
ら
れ
る
。
「類
型
を
構
成
す
る
科
学

的
考
察
に
お
い
て
は
、
行
為
に
影
響
す
る
あ
ら
ゆ
る
非
合
理
的
な
、

情
動
的
に
→
ぃぃ帰
言
ΦＰこ
制
約
さ
れ
た
行
動
の
意
味
連
関
は
、
見

通
し
う
る
限
り
で
、
そ
の
行
為
の
構
成
さ
れ
た
純
粋
目
的
合
理
的

な
経
過
か
ら
の
『偏
差
（＞
げ【８
Ｆ〓●器
じ
」
と
し
て
研
究
さ
れ
、

叙
述
さ
れ
る
Ｌ
ョ
〓９
９
館
。
Ａ
ｌ
、
Ａ
２
に
あ
る
『人
格
貧
Φｌ

∽ｇ
【一３
ざ
”←
』
と
『個
人
つ
Φ『８
３
」
と
は
、
目
的
合
理
的
行

為
と
情
動
と
い
う
意
味
を
含
み
つ
つ
、
『理
念
型
』
と
そ
こ
か
ら

の
『偏
差
』
と
い
う
形
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
認
識
の
方
法
の

根
幹
と
し
て
の
意
義
を
担
う
範
疇
な
の
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
既
に
度
々
強
調
し
た
「個
人
を
顧
慮
せ
ず
に

♂
〓Ｂ
＞
３
３
８
０９
り
９
８
じ
」
と
い
う
と
き
の
『個
人
（フ
７

∽８
と
が
こ
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
度
々
引
か
れ
る
『支
配
の
諸
類
型
』
の
周
知

の
箇
所
が
以
下
で
あ
る
。

「理
念
上
の
（一き
”】８
官
吏
は
、
ま
っ
た
く
の
義
務
概
念
の
圧
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力
の
下
で
、
怒
り
も
興
奮
も
な
く
（∽ぃお
∵
”
ｇ
ａ
“ヽ
ざ
）
、
憎

し
み
も
情
熱
も
な
く
♂
〓お
口
”
ヽ
Ｅ
ヽ
ｒΦ】８
３
３
驚
じ
、
し
た

が
っ
て
『愛
』
も
『熱
狂
』
も
な
く
♂
Ｆ
■
匡
３
■
目
ヽ
ぃヽ口〒

害
あ
【鵬
ヨ
あ
〕）、
す
な
わ
ち
『個
人
を
顧
慮
せ
ず
に
８
Ｆ
Φ
＞
〒

∽９
８

ｑヽ
りｏ『８
じ
』
、
『い
か
な
る
人
』
に
も
、　
つ
ま
り
す
べ

て
の
等
し
い
実
際
的
状
態
に
あ
る
関
係
者
に
、
形
式
上
等
し
く
そ

の
官
職
を
つ
か
さ
ど
る
の
で
あ
る
。
」
﹇ヨ
〓ρ
∽・に
出

既
に
述
べ
た
『根
本
概
念
』
に
あ
る
情
動
の
例
と
完
全
に
一致

す
る
の
は
『愛
つ
い３
８
』
だ
け
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
、
怒

り
も
興
奮
も
、
憎
し
み
も
、
情
熱
も
、
熱
狂
も
、
そ
れ
ぞ
れ
『情

動
（＞
』』キ
←
』
の
一
つ
と
理
解
し
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

「「Φ『８
目
を
顧
慮
せ
ず
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
情
動
を
一

切
交
え
ず
に
目
的
合
理
的
に
行
為
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
た
だ
一
つ
だ
け
留
保
条
件
が
認
め
ら
れ
う
る
な
ら
―

そ
れ
は
こ
こ
で
挙
げ
た
『支
配
の
諸
類
型
』
そ
れ
自
体
が
「理
念

型
的
構
成
」
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「具
体
的
な

個
別
的
現
実
」
の
模
写
で
は
な
い
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
な
ら
―
、

以
下
の
こ
と
は
断
言
し
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
理
念
型
的
な

叙
述
に
お
い
て
一切
の
『個
人
η
Φ『∽８
と
の
要
素
（＝
情
動
）

が
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
方
法
論
的
前
提
と
し
て
既
に
確
認
さ

れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
箇
所
で
改
め
て
、
当
該
の
行
為

主
体
の
性
格
を
「”Φ”８
り
を
顧
慮
せ
ず
」
と
述
べ
る
こ
と
は
ま

っ
た
く
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
、
と
。

方
法
論
の
中
で
述
べ
ら
れ
る
目
的
合
理
的
行
為
主
体
、
す
な
わ

ち
『人
格
』
を
基
礎
に
据
え
た
理
念
型
的
構
成
は
、い
わ
ば
弓
Φｌ

８
●
を
顧
慮
し
な
い
」
モ
デ
ル
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
箇
所
で

は
そ
れ
を
も
う
一度
繰
り
返
し
確
認
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
言

う
な
れ
ば
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
念
型
と
は
物
象
化
さ
れ
た
社
会
関
係

そ
の
も
の
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
愛
つ
一３
８
や

恭
順
６
いΦＳ
じ
や
帰
依
（口
い●∞”ｇ
）と
い
っ
た
情
動
に
基
づ
く
、

現
実
の
社
会
関
係
の
う
ち
の
物
象
化
さ
れ
な
い
部
分
は
既
に
捨
象

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
然
の
事
な
が
ら
我
々
を
取
り
巻
く
現

実
に
は
こ
う
し
た
物
象
化
さ
れ
な
い
部
分
は
い
く
ら
で
も
存
在
す

る
。
し
か
し
そ
れ
を
一度
論
理
的
に
捨
象
す
る
こ
と
が
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
に
と
っ
て
は
理
論
を
作
る
際
の
要
請
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「目
的
合
理
的
行
為
主
体
を
理
念
型
と
す

る
」
と
宣
明
し
た
時
点
で
、
現
実
の
世
界
の
主
た
る
部
分
が
既
に

物
象
化
さ
れ
て
お
り
、
ま
ず
そ
う
し
た
部
分
こ
そ
が
社
会
学
的
に

解
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
世
界
観
的
な
了
解
が

読
者
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ

う
。も

ち
ろ
ん
、
情
動
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
関
係
、
例
え
ば
恭
順
に

よ
る
伝
統
的
支
配
や
、
帰
依
に
よ
る
カ
リ
ス
マ的
支
配
が
全
く
問
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題
化
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
『根
本
概
念
』
に
お

い
て
（や
っ
と
，
）
「情
動
的
行
為
」
、
そ
し
て
「ゲ
マ
イ
ン
シ

ャ
フ
ト
関
係
」
と
い
う
理
念
型
を
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一

方
、
同
じ
『根
本
概
念
』
で
、
「目
的
合
理
的
行
為
」
を
理
念
型

と
し
、
「情
動
」
を
偏
差
と
し
て
用
い
る
と
い
う
図
式
は
依
然
維

持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
市
場
や
合
法
的
支
配
が
目

的
合
理
的
行
為
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
さ
れ
る
以
上
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
の
記
述
に
お
い
て
は
、
右
の
図
式
は
適
用
さ
れ
る
と
考
え

て
構
わ
な
い
だ
ろ
う
。
市
場
や
合
法
的
支
配
が
「物
象
化
さ
れ
て

い
る
」
と
の
記
述
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ウ
ェ
ー

バ
ー
社
会
学
が
た
ど
り
着
い
た
結
論
で
あ
る
と
思
え
た
も
の
は
、

す
べ
て
そ
の
前
提
の
う
ち
に
予
告
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
本
論
文
冒
頭
で
立
て
た
問
題
関
心
に
立
ち
返
る
こ
と

に
し
よ
う
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
我
々
に
遺
し
た
社
会
学
の
諸
研
究
は
、

そ
こ
か
ら
内
在
的
に
「近
代
批
判
」
の
可
能
性
を
引
き
出
し
得
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
少
な
く
と
も
彼
の
「物
象
化
論
」
に

限
っ
て
言
え
ば
、
こ
う
し
た
「物
象
化
さ
れ
て
い
る
」
と
の
記
述

は
、
そ
れ
自
体
、
我
々
を
取
り
巻
く
「物
象
化
さ
れ
て
い
る
」
現

実
を
批
判
す
る
、
あ
る
い
は
相
対
化
す
る
力
を
有
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
答
え
は
当
然
否
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
確
か
に
、
物
象
化
さ
れ
た
関
係
に
つ
い
て
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
表
現
を
用
い
て
説
明
を
お
こ
な
う
。
官
僚
制
的
支
配
を

「
ヘ
ル
な
き
奴
隷
制
」
、
「未
来
の
隷
従
の
容
器
」
と
呼
ぶ
な
ど
、

否
定
的
表
現
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
関
心
か

ら
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
積
極
的
に
肯
定
す
べ
き
も
の
で
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
彼
自
身
の
価
値
関
心
は
と
も
か
く

と
し
て
、
そ
れ
以
前
に
、
彼
の
立
て
た
論
理
的
枠
組
み
そ
の
も
の
、

す
な
わ
ち
彼
の
用
い
る
理
念
型
の
レ
ベ
ル
で
の
議
論
で
、
果
た
し

て
現
実
が
批
判
で
き
る
か
、
と
い
う
点
は
問
題
で
あ
ろ
う
。

目
的
合
理
的
行
為
に
よ
る
諸
連
関
が
観
察
者
に
と
っ
て
解
明
可

能
で
あ
る
の
は
、
目
的
に
対
す
る
手
段
の
選
択
に
つ
い
て
、
観
察
ヽ

者
の
も
つ
「法
則
論
的
知
識
」
、
す
な
わ
ち
「経
験
諸
規
則
」
が

シ
ェ
ー
マ
と
し
て
利
用
で
き
る
か
ら
（Ａ
ｌ
、
Ａ
２
）
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
目
的
合
理
的
行
為
に
基
づ
い
た
理
念
型
構
成
に
お
い

て
は
、
そ
こ
で
の
行
為
と
は
、
当
該
の
秩
序
が
規
定
す
る
規
則
を

行
為
規
範
と
し
て
既
に
内
面
化
し
て
お
り
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
は
一

切
あ
り
得
な
い
と
い
う
、
論
理
的
に
架
空
の
行
為
者
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
「経
験
規
則
」
が
、
物
象
的
な
規
則
、
物
象
的
な
固

有
法
則
性
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
行

為
主
体
の
物
象
的
な
秩
序
か
ら
逸
脱
す
る
側
面
を
一切
捨
象
し
、

そ
れ
に
適
応
す
る
側
面
し
か
認
め
な
い
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
現
実

の
物
象
的
秩
序
そ
の
も
の
を
相
対
化
し
批
判
す
る
根
拠
は
得
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
か
。
唯
一
の
逸
脱
と
考
え
ら
れ
る
『情
動
』
が
理
念

型
か
ら
排
除
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
以
上
、
内
在
的
な
批
判
は
不
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可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
「情
動
」
を
根
拠
に
批
判
は
可
能

で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
既
に
述
べ

た
よ
う
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
物
象
化
さ
れ
た
社
会
を
宗
教
の
倫
理

的
要
請
に
よ
っ
て
規
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
倫
理
的
要
請
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
隣
人
愛
（ｚ
腎
訂
一８
‐

〓３
８
や
恭
順
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「物
象
化
さ
れ
た
社
会
／

宗
教
倫
理
」
と
い
う
発
想
自
体
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「合
理
的
行
為

／
情
動
」
と
い
う
三
分
法
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

あ
る
い
は
逆
に
「物
象
化
さ
れ
た
社
会
／
宗
教
倫
理
」
と
い
う
二

分
法
が
、
「理
念
型
＝
合
理
的
に
編
成
さ
れ
た
秩
序
」
に
と
っ
て
、

「情
動
」
が
所
詮
は
「逸
脱
・偏
差
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
発
想

を
支
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
根
本
的
に

批
判
の
回
路
を
閉
ざ
し
て
い
る
の
は
ｊ^
営
ぃミ
＞
ぃぃキ
■
と
い
う

三
分
法
的
発
想
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
発
想
が
Ｃ
（
『価
値
自
由
』
論
文
）
で
も
貫
か
れ

て
い
た
こ
と
を
思
い
出
さ
れ
た
い
。
研
究
者
た
る
も
の
、
何
よ
り

も
ま
ず
研
究
課
題
→
∽器
ぎ
）
の
不
す
固
有
の
法
則
に
従
う
べ
き

で
あ
り
、
お
の
れ
の
情
動
→
りΦ『８
じ
を
公
け
に
す
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
。
こ
れ
は
、
研
究
者
は
事
実
の
記
述
に
専
心
す
べ
き
で

あ
り
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
愛
や
憎
し
み
、
す
な
わ
ち
個
人
的

に
「好
き
」
で
あ
る
と
か
「嫌
い
」
で
あ
る
と
か
を
述
べ
る
こ
と

は
禁
欲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
考
え
方
の
背
後
に
は
、
研
究
課
題
の
内
容
そ
の
も
の
が
ザ
ッ
ハ

リ
ヒ
な
論
理
に
貫
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
れ
を
．「情
動
」
を
も
っ
て
批
判
す
る
可
能
性
は
初
め
か
ら
な
い

と
い
う
前
提
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
自
ら
に
課
し
た
方
法
論
的
前
提
は
、
社
会
科
学

の
「批
判
」
と
し
て
の
可
能
性
を
拘
束
し
、
限
定
し
て
い
る
。
し

か
し
そ
の
一方
で
、
現
実
を
批
判
す
る
と
い
う
可
能
性
が
既
に
失

わ
れ
て
い
る
と
い
う
時
代
の
閉
塞
感
、
こ
れ
が
彼
の
方
法
論
的
前

提
を
逆
に
規
定
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ザ
ッ
ハ
リ
ヒ
で
一切
の
普
遍
的
倫
理
が
失
わ
れ
た
世
界
。
個
人
と

個
人
と
の
倫
理
に
よ
る
結
び
付
き
は
失
わ
れ
、
現
世
の
法
則
性
の

み
が
行
為
の
在
り
方
を
規
定
し
、
同
時
に
個
人
の
も
つ
個
別
性
・

個
体
性
は
無
に
帰
す
。
こ
う
し
た
世
界
観
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学

の
全
体
を
貫
い
て
お
り
、
そ
れ
が
そ
の
前
提
を
拘
束
し
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

註ウ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作
は
以
下
の
略
号
を
も
っ
て
記
し
た
。
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