
異
常
の
通
文
化
的
分
析

上

野

千

鶴

子

異
常
と
は

「
集
団
が
境
界

の
定
義

の
た
め

に
創
出
す
る
有

標
記
号
の
う

ち
、
マ
イ
ナ
ス
の
サ

ン
ク
シ

ョ
ン
を
受
け
、
か

つ
状
況
的

に
発
生
す

る
も

の
、

こ
と
、

ひ
と
」
で
あ
り
、
異
常

の
成
立
す
る
諸
次
元

に
は
、
(
1
)
ユ
ニ
ッ
ト

・
レ
ベ

ル

(
個
体
内

の
自
己
防
衛
機
制
)
、

(
2
)
間

ユ
ニ
ッ
ト

・
レ
ベ
ル

(
個
体
間

の
協
働

、

共
犯
的
な
状
況

の
定
義
)
、
(
3
)
シ
ス
テ
ム

・
レ
ベ
ル

(
集
団

ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
の
防
衛
と
維
持
)

の
三

つ
を
区
別
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

異
常

の
創
出

が
個
人

お
よ
び
集
団

の
自

己
防
衛
機
制

に
関
わ

っ
て
い
る
な
ら
、
そ
の

た

め

に

解
発
さ

れ
る
攻
撃
性

の
タ
ー
ゲ

ッ
ト
が
何

で
あ

る
か

に
よ

っ

て
、
異
常
を
類

型
化

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
は
(
1
)
葛
藤

の
当
事
者
で
あ
る

(
同
位
の
)
他
者
、
(
2
)
攻
撃
性
を
転
位
し
た

「
身
代
わ
り
の
他
者
」
、

(
3
)
自

己
自
身

の
三
類
型
が
あ
る
。
そ
れ
は
二

つ
の
葛
藤

回
避
型

の
社
会
、
葛
藤
を

ル
ー

ル
化
し
た
多

元
的
な
競
争
社
会
と
、
社
会
統
合
を
代
償
に
葛

藤
を
物

理
的

に

回
避

し
た
離
合

集
散
型

の
社
会
と
を
両
極
に
し
た
、

一
元
的

で
リ
ジ

ッ
ト
な
社
会
統
合
か
ら
多
元
的
で

ル
ー

ス
な
社
会
統
合

に
至

る
ま

で
の
、
統
合
度

の

ス
ペ

ク

ト
ラ
ム
を
分
節
し
て

い
る
。
即
ち
、
異
常

の
類
型
は
、
集
団

の
統
合

の
類
型
と
対
応
し
て
お
り
、
現
実

の
諸
社
会

は
、

こ
の
ス
ペ
ク
ト

ラ
ム
上

の
い
ず
れ
か

の
地
点

に
分

布
し
て

い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
異
常

の
表
現
型

を
イ
ン
デ

ッ
ク

ス
と
し

て
、
そ
れ
を
創
出
す
る
集

団
の
特
性
を
推
論
す

る
こ
と
が

で
き
る
。

異
常

の

一
般
理
論
は
、
異
常
を
扱
う
諸
学

の
間
に
対
象

と
方
法

の

一
貫
性
を
導
入

し
、
異
常

の
通
文
化
的
分
析

を
可
能

に
す

る
。

一

は

じ

め

に

文

化
人
類
学
は
、
文
化

の
境
界
を
定
義
す

る
た

め
に
、

「
異
常
」

の
概
念
に
注

意

を
払

っ
て
き
た
が
、
個
人
内

の
精
神
病
理

か
ら
出
発

し
て
、
同
じ
関
心

に
逢
着

、

し
た

の
が
、
文
化
精
神
医
学

(1
)
で
あ

る
。
文
化
人
類
学

と
文
化
精
神
医
学
を
貫

く
も

の
は
、
異
常

の
実
体
視

を
離

れ
た
、
徹
底

し
た
相
対
主
義

で
あ

る
。
両
者
は

異
常
を
、
個
人
と
集

団
と
の
相
互
作
用
過
程
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
 

p
r
o
c
e
s
s

の
産
物
と

見
な
し

て
い
る
。
本
稿

は
こ
こ
数

年
来
、
急
速
に
注
目
を
集
め
て
き
た
文
化
精
神

医
学
と
文
化
人
類
学
を
架
橋
し
、
よ
う
や
く
緒

に
着

い
た

「
異
常

の
通
文
化
的
分

析
」

の
枠
組

に
、
基
礎
を
与
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ

る
。

二

異

常

と

は
何

か

最
初
に
本
稿

が
扱
う
異
常
と
は
、
ど

の
よ
う
な
問
題
関
心
に
立
ち
、
何
を
対
象

と
す
る
の
か
を
明
ら
か

に
し

て
お
き
た

い
。

1

異
常

の
記
号
的
定
義

異
常
と
は
、
私

た
ち

が
そ
れ
を
異
常
と
名
づ
け
た
と

こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
。
と
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こ
ろ
で
、
あ

る
も

の
を
名

づ
け
る

こ
と
に
よ

っ
て
定
義
す
る
と
き
、
そ
れ
は

「
そ

れ
以
外

の
他

の
す

べ
て

の
も

の
で
な

い
」
と
い
う
排
除

に
よ
る
定
義

に
よ
る
ほ
か

な
い
、
と

い
う

の
が

ソ
シ

ュ
ー

ル
の
教
え
で
あ

っ
た
。

ソ
シ

ュ
ー
ル
以
後

の
構
造

言
語
学
者
は
、

こ
の
記
号

の
示
差
的
特
性
を
、

い
く

つ
か

の
二
項
対
立

。
p
p
O
ω
7

凱
◎
欝
瓢
類
鉱
漆

の
組
み
合
わ
せ

で
説
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
。

そ
れ
で
は
、
異
常

は

一
体
何

に
対
立
す

る
の
だ
ろ
う
か
。
異
常
は
正
常
に
対

し
て
の
み
定
義
さ
れ

る

が
、

そ
れ
で
は
正
常
と
は
何

な
の
だ
ろ
う
か
。

非
凡

な
人
を
考

え
る
の
は

や
さ
し

い
が
、
凡
人
を
想
像
す
る
の
は
難

し
い
。
非

行
少
年

の
反
意

語
は
、
善
行
少
年

で
は
あ
り

え
な

い
。

つ
ま
り
異
常

の
方

は
内
包

8
暑

9
a
訟
§

も
外
延

薮
ぎ

鼠
凱
8

も
持

っ
て

い
る
が
、
正
常

の
方

は
、
全
体

か
ら
異

常
を
差

し
引

い
た
残
余

と
し
て
し
か
定
義

で
き
な

い
と

い
う
性
質
を
持

っ

て
い
る
。
こ
う
い
う
対

立
の
仕

方
は
、
「
男
ー
女
」

や

「
高
ー
低
」

の
よ
う
に
、対

立
す

る
二
項
が
同
じ
示
差
的
価
値
を
持

っ
て
い
る
よ
う
な
対
立
と
は
異
な
り
、

一

方

を
定
義
づ
け
る
標
識

ヨ
餌
β
ま

を

、
他
方
が
単

に
欠

い
て

い
る

「
欠
如
的
対

立

。
p
p
O
ω
三
8

p
ユ
<
a
象
く
①
」

(
↓
3
ζ
げ
象
斗
畠
)
(
2
)
と
呼
ば
れ
る
。
異
常

は
、

欠
如
的
対
立

の
う
ち
、
有
標

の
記
号

ω
お
霧

ヨ
舞
ρ
鼠
①

で
あ
り
、
正
常
は
無
標

の
記
号

ω茜
器

昌
。
〒

ヨ
霞
ρ
鼠
①

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
正
常

の
方
に
は
特
性
が

な
く
、
た
だ

「
異
常

で
な

い
」
と
し

て
し
か
定
義
で
き
な
い
(
3
)。

欠
如
的
対
立
は
、
も
と
も
と
音
韻
論

の
用
語
だ
が
、

語
彙
論

の

レ
ベ

ル
に
移
し

変

え
て
考

え
れ
ば
、

そ
れ
は
、

一
つ
の
語

に
対
し
て
明
示
的
な
反
意

語
の
不
在
と

い
う
現
象
を
と

る
。
名
称

の
不
在

は
、
必
ら
ず
し
も
対
象

の
不
在
に

つ
な
が
ら

な

い
。
存
在
す

る
も

の
に
対

し
て
明
示
的

な
名
称
が
不
在
で
あ

る

こ

と

は
、

そ
れ

が
、
認
知

の
網

を
洩
れ
る
ほ
ど
に
自

明
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

2

異
常

の
機
能
的
定
義

語
の
意
味

に
は
、
記
号
論
的
意
味
と
機
能
論

的
意
味

が
あ

る
が
、
後
者
は
、

そ

れ
が
属
す
る
シ
ス
テ
ム
の
リ

ア
ク

シ

ョ
ン
に
よ

っ
て
、
機
能
的

に
定
義
す
る
方
法

で
あ

る
。
文
化

・
社
会

シ
ス
テ
ム
の
中

で
、
異
常

と
い
う
有
標
記
号
は
、
特
別
な

位
置
を
占

め
て
い
る
。
と

い
う

の
は
、
有
標
記
号
は
、
そ
の
存
在

に
よ

っ
て
自
明

な

(
と
さ
れ
て
い
る
)
残
余
部
分
を
、
陰
画
と
し
て
浮
か
び
上

が
ら

せ
る
働
き
を

持

っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

つ
ま
り
有
標
記
号
は
、
.
地
を
さ
し
示
す

こ
と
に
よ

っ

て
、
当

の
文
化

体
系

を
図
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
有
標

記
号
は
、
図

の
境

界
上
ま
た
は
境
界
外

に
あ

っ
て
、
文
化

の

「
境
界

の
定
義
」
(羅

●
U
。
轟
一a
ω)
(4
)

を
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
あ

ぶ
り
出
さ
れ
た
図
は
、
有

標
記
号
を

生

み
出
す
当

の
分
類
体
系

。
冨
ω・・
集
。
a
什δ
⇔

聲
ω
8
ヨ

(5
)
そ
の
も
の
で
あ

っ
た

り
、
分
類
体
系
が
実
体
化

帥琴
a
ヨ
象
①
し
た
社
会
的
諸
領
域
i
l
社
会

的

時

空

間
、
成
員
権
、
環
境
や
資
源
ー

で
あ

っ
た
り
す

る
。
社
会
は
、
有
標
記
号
を
不

断

に
創
出
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
分
類
体
系

と
、

そ
れ
を
共
有
す
る
入

々
の
同
質

性

と
統
合

の
維
持
を
は
か

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

3

異
常

の
心
理

11
社
会
的
定
義

し
か
し
す

べ
て
の
有
標
記
号
が
、

「
異
常
」
と
は
限

ら
な
い
。
心
理
学

に
よ
れ

ば
、
あ
る
も
の
の
同

一
性

乙
①
導
紳憂

は
、

人

が
そ
れ
に
対
し

て
同
じ
態
度
を
と

る
こ
と
で
定
義

さ
れ
る
。
有
標
記
号
が
社
会
的
文
脈
に
置
か
れ
た
と
き
、
入

々
が

そ
れ
に
対

し
て
示
す
反
応
様
式

に
よ

っ
て
、
異
常
は
他

と
弁
別

さ
れ
る
。
異
常
は

有

標
記
号
の
う
ち
、
「
正
常
者

5
霞
§
鋤
ω」

(
当
該
社
会

の
多
数
派
成
員
)

が

マ

イ
ナ

ス
の
サ

ン
ク
シ

ョ
ン
を
示
す
も

の
を
言
う
。

そ
う
し
た
も
の
と

し

て

異

常

は
、
治
療
、
統
制
、
蔑
視
、
攻
撃
、
排
除

の
対
象
と
な
る
。

有
標
記
号

の
中
に
は
、
成
員
か
ら
プ

ラ
ス
の
サ
ン
ク

シ

ョ
ン
を
受
け
る
も
の
が

あ
る
。
天
才
や
聖
人
を
、
私
た
ち
は
異
常
者
と
は
呼
ば
な

い
し
、
彼
ら
を
矯
正
し
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よ
う

と
も
し
な
い
。

し
か
し
そ
の
違

い
は
、
あ
く

ま
で
文
化
相
対
的

な
、
も
し
く

は
文
脈

依
存

的

8
口
8
×
ε
巴

な
も

の
で
あ

っ
て
、実
体
的

な
も

の
で
は
な

い
(6
)。

「
両
義
的

な

(
±
の
)
サ

ン
ク

シ

ョ
ン
を
受
け
る
有
標

記
号
」
も
あ
り
う

る
と

の
考

え
が
あ
る
が
、
私
は
、
有
標
記
号
は
プ
ラ

ス
と

マ
イ

ナ
ス
の
ど
ち
ら

か
に
分

類
可
能
だ
と
考
え
て

い
る
。
プ

ラ
ス
の
判
断

の
つ
か
な

い
有
標
記
号
は
、
す

べ
て

マ
イ

ナ
ス
の
サ

ン
ク

シ

ョ
ン
を
与
え
ら
れ
る
。
と

い
う

の
は
、
判
定
の

つ
か
な
い

も

の
は
、
そ
れ
だ
け

で
、
体
系

に
と

っ
て
危
険
だ
か
ら

で
あ
る
。
両
価
的
な
有
標

記
号

の
典
型
は

「
聖
」
だ
が

(
。。a
臼
巴

は

「
聖
な
る
」

で
も

「
汚
れ
た
」
で
も

あ
り
う
る
)
、

(
名
辞
と
態
度

の
レ
ベ

ル
は

一
致

し
な

い
し
、

(
態
度

の
レ
ベ
ル

で
同

一
物
が
全
く
同
時

に
相
反

し
た

反
応
を

ひ
き
お

こ
す

こ
と
は
な

い
。
両
義
的

な
反
応

の

一
つ
の
可
能
性

は
、
聖
性

p
霞

一蔓

と
危
険
性

α
a
コ
αq
臼

と

の
共
存
で

あ

る
が
、
両
者

は
汚
臓

p
。
一一暮
一。
口

と
危
険
性

と
の
共
存

同
様
、

矛
盾
な

く

両

立
し
う

る
。
(

ま
た
同

一
物

が
社
会

的
文
脈

に
応

じ
て
異

っ
た
反
応
を

ひ
き
お

こ

す

な
ら
、

そ
の
と
き
そ
の
も

の
の

一
貫
性

凱
。算
一蔓

は

(
心
理
学
的

に
見
れ
ば
)

失
な
わ

れ
て
い
る
と
考

え
る

べ
き
で
あ

る
。

そ
の
よ
う

に
、

即
位
前

の
王
が
民
衆

か
ら
侮
蔑
を
受

け
る
慣

習
の
あ

る
と
こ
ろ
で
は
、
王

は
実
体
的

な
同

一
性
を
保
持

し
て
い
る
と
見

る
よ
り

、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
か
ら
王

へ
と
、

「
変
成
」

し
た

の
だ
と
見

る
方

が
、
儀
礼

的

現

実

に

も
、
心
理
的
現
実

に
も
叶

っ
て
い
る

(
7
)
。「

境

界
の
定
義
に
よ
る
集
団

の
同
質
性

の
維

持
」
に
は
、
プ

ラ

ス
の
有
標
記
号

も

マ
イ
ナ

ス
の
有
標
記
号
も
、
同
じ
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
天
皇
制

の
下

で
臣
民
は

「
陛
下

の
赤
子
」
と
し
て
平
等
で
あ
る
し
、
被

差
別
部
落

民
に
対

し
て
も
、
平
民
は
強

い
同
質
性
を
獲
得
す
る
(8
)。

し
か
し

「
境
界

の
定
義
」
が
あ

い
ま

い
な
時
、
集

団
は
し
ば
し
ば
、
中

心
的
な

シ
ン
ボ

ル
に
よ

っ
て
よ
り

も
、
境
界
上

の
も
し
く
は
境
界
外

の

マ
イ
ナ

ス

・
シ

ン

ボ

ル
に
よ

っ
て
、
よ
り
積
極

的
に
定
義

さ
れ
る
。

ウ

ェ
ー

バ
ー
が
指
摘
す
る
と
お

り
、
古
代

ユ
ダ
ヤ
教
で
は
、
予
言
者
に
よ
る
信
仰
復
興
は
、

つ

ね

に

異
教
排
撃

(
も
し
く
は
教
団
内

の
異
教
的
要
素

の
排
撃
)

と
し
て
現
象

し
た
(9
)。

グ

ル
ー

プ

・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
不
確
か
な
時
、
集

団
は
し
ば

し
ば

マ
イ
ナ
ス
の
有
標

記
号
に
訴

え
る
の
で
あ
る
。

4

異
常

の
状
況
的
定
義

こ
れ
ま
で
の
定
義

で
も
、
異
常

の
定
義

に
は
十
分
で
な
い
。
す

べ
て
の

マ
イ
ナ

ス
の
有
標

記
号

が
、
異
常

と
は
限
ら
な

い
。
先
に
挙
げ
た
例
で
は
、
被
差
別
部
落

民
で
あ
る
こ
と
は
、
「
治
療
」

や

「
矯
正
」

の
対
象
に
な
る
訳
で
は
な
い
。

つ

ま

り
、

マ
イ
ナ

ス
の
有
標

記
号
の
う
ち

に
は
、

(
制
度
的

言
ω葺

暮
δ
口
巴

に
組

み

こ
ま
れ
て
い
る
も
の
と
、
(
状
況
的

ω
一ε
a
江
8

a
一
に
創
出

さ
れ
る
も
の
と
が
あ

り
、
前
者
を
異
常
と
は
呼
ば

な
い
。

タ
ー
ナ
ー
が

「
構
造
的
劣
性
」
と
呼
ん
で
い

る
対
象
-

女

、
老
人
、

子
ど
も
ー

は
、
文
字
ど
お
り

「
構
造
的
」
に

ビ
ル
ト

イ

ン
さ
れ
て
い
る
限
り
、

周
縁
的

で
は
あ

っ
て
も
異
常

で
は
な

い
。
但
し
、
制
度

上

の
周
縁
人
は
、
状
況
的
な
異
常
者

に
転
化

し
や
す

い
。
邪
悪
な
霊
能
力
者
は
し

ば
し
ば
女
、
子
ど
も
、
老
人
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
る
(
1
0
)。

同
様

に
身
分
制
も

前
者

の
例
で
あ
る
。
被
差
別
部

落
民
や
不
可
触
騰
民

暮

8
暮

ず
a
匡
Φ
ω
は
、
構
造

安
定
要
因
と
し

て
、

シ
ス
テ

ム
に

ス
タ
テ
ィ

ッ
ク

に
組
み

こ
ま
れ

て
い
る
。

こ
こ

で
問
題

に
す
る

の
は
、
後
者

の
ケ
ー

ス
、
集
団

が
境
界

の
再
定
義

の
必
要
に
逢
着

し
て
、
異
常
を
状
況
的
に
創
出
し
、

マ
ネ
ー
ジ

し
て
い
く
ダ

イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
プ

ロ
、

セ

ス
で
あ

る
。

以
上
を
ま
と
め

て
定
義
す
れ
ば
、
異
常
と
は
、

「
集
団

が
境
界

の
定
義

の
た
め

に
創
出
す

る
有
標
記
号

の
う
ち
、

マ
イ

ナ
ス
の
サ
ン
ク
シ

ョ
ン
を
受
け
、
か

つ
状
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況
的
に
発
生
す
る
も

の
、

こ
と
、
ひ
と
」
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
文
化

精
神

医
学
と
の
接

点
を
さ
ぐ
る
た
め
に
、

「
も
の
」

「
こ
と
」
を
除
外
し

て
、
「
ひ

と
」

に
限
定
し
て
考
察
し
よ
う
。

5

文
化

精
神

医
学
に
お
け
る
異
常

前
節

ま
で
で
は
、

異
常
を
社
会

的
な
観
点

か
ら
、
多
少
と
も
演
繹
的
に
定
義
し

て
き
た

が
、
文
化
精
神
医
学
は
病
者
個
人

に
深
く
拘
泥
し

つ
つ
、
同
様

の
異
常
の

定
義

に
辿
り
着

い

て

い

る
。

バ
ー
ト

ン
闘
ブ
ラ

ッ
ド

レ
イ

しd
9
8
㌣
しU
同a
巳
亀

は
、

パ
プ

ア

"
ニ

ュ
ー
ギ

ニ
ア
で
長
ら
く
精
神
科
医
を
勤
め
た
、
文
化
精
神

医
学

の
提
唱
者

の

一
人
だ

が
、
彼

が
精
神
病
者

の
通
文
化
的
比
較

の
中
か
ら
辿
り
着
い

た

一
般
的
定
義

は
、
次

の
よ
う

な
も

の
で
あ

る
。

「
(
ま
ず
患
者

の
考

え
て
い
る

こ
と
が
実
際
に
間
違

っ
て

い
る

こ
と
。
(
次

に

話
し
合

っ
て
も
説
明
し

て
も
、

そ
の
考
え
が
か
た
く
な
で

ビ
ク
と
も

し

な

い

こ

と
。
(

第
三
に
文
化
的
に
も
社
会
的
に
も
同
じ
背

景
を
持

っ
た
人
た
ち
、

つ
ま
り

患

者

の

一
族
た
ち
か
ら
も
受
け

い
れ
ら
れ
な

い
」

こ
と
(11
)
。

(
1
)
の
基
準
で
は
、
例
え
ば
精
子
に
よ
る
受
胎
を

信
じ
な
い
ト

ロ
ブ

リ
ア
ン
ド
島

民

は
、

み
な
異
常

者
だ
し
、
(

の
基
準

を
加
え
て
も
、
'
受
胎

の
生
物
学
的
事
実
を

説
得

し
た

マ
リ
ノ
ウ

ス
キ
ー
を

、信

じ
ぬ
ば

か
り
か
嘲
笑

さ
え
し
た
彼
ら
島
民
は
、

西
欧
人

の
眼
か
ら

は
狂
人

ぞ
ろ
い
に
見

え
る
(12
)。

残

る
は
(
3
)
の
基
準

の
み
と
な

り
、
事
実

バ
ー
ト
ン

・
ブ

ラ

ッ
ド

レ
イ
は
別

な
箇
処

で
、
異
常

の
も

っ
と
簡
明
な

定
義
を
与

え
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
異
常
者
と
は

「
集
団
か
ら
課
せ
ら
れ
た

役
割
期
待

に
実
際

に
適
応

で
き
な

い
者
」

で

あ

り
、
異
常
と
は
、
「
社
会
的
不
適

応

ω0
9
巴

口
o
口
8
巳
霞
邑

蔓
」
の
別
名

で
あ
る
(13
)
。

こ
の
定
義
は
、
前
節

の
異
常

の
状
況
的
定
義
に
合

致
し
て
い
る
。
被
差
別
部
落

民
は

「
集
団
か
ら
課
せ
ら
れ
た
役
割
期
待
」
を
担

っ
て
い
る
訳

だ
し
、
身
体
障
害

者

で
さ
え
、

正
常
者

の
役
割
期
待

に
応
じ

て
い
る
限
り
は
、
両
者

の
協
働
=

共
犯

関
係

の
中

で
、
構
造
的

に

「
正
常
」
な
位
置
を
占

め
る
。
障
害
者

が

「
異
常
」

に

な
る
の
は
、
彼

が

「
ら
し
く
」
振
舞
わ
な
く
な
る
時

で
あ

る
(14
)。

バ
ー
ト
ン

・
ブ

ラ

ッ
ド

レ
イ
は
、
臨
床
経
験

の
中

か
ら
、
以
上

の
よ
う

に
拡
張

さ
れ
た
定
義

に
辿
り
着

い
た
。
異
常
が
社
会
的

不
適
応

な
ら
、

そ
の
中

に
は
(
1
)
任

意

の
不
適
合

津
8
一鉱
く
①
昌
o
口
8
銭
。
H
ヨ
一一図

と
(
必
然
の
不
適
合

○
甑
一σq
a
8
蔓

⇔
8

8
ロ
{霞
巨

蔓

が
区
別
さ
れ
る
。

前
者
は
、
犯
罪
者
、
革
命
家
で
あ
り
、
後

者
は
精
神
病
者
、
病
人
、
心
身
障
害
者

で
あ
る
が
、
両
者

の
境
界
は
、
集
団
が
示

す
反
応
様
式

の
違

い
に
依
存
す

る
。
む
し
ろ
し
ば
し
ば
両
者

の
境
界
は
あ

い
ま
い

か

つ
流
動
的
で
あ
り
、
集
団

が
同

一
の
反
応
を
示
す

こ
と

で
、
か
え

っ
て
彼

ら
の

同

一
性
が
確
認
さ
れ
る
。
未
開
社
会

で
は
、
病
人
も
精
神
病
者
も
呪
医
の
同

じ
治

療

の
対

象
と
な
る
し
、

現
代
社
会

で
も
、
革
命
家
は
精
神
病

棟
に
収
容

さ
れ
か
ね

な
い
の
だ
。
彼
ら

は
等

し
く
、
治
療
、
矯
正
、
隔
離
、
排

除
の
対
象

と
な

っ
て
い

る
(15
)
。

三

異

常

創

出

の

メ
カ

ニ
ズ

ム

異
常
は
状
況
関
与
的
な
概
念
で
あ

る
が
、
異
常
が
関
わ
る

「
状
況
」
と
は
、
個

人
間

の
相
互
作
用
過
程

の
中

で
、
当
事
者

の
行
動
が
、
制
度
化
さ
れ
た
役
割
期
待

に
適
合
し
な

い
場
合

で
あ
る
。
異
常

の
相
互
作
用
学
説
は
、

エ
ス
ノ
メ

ソ
ド

ロ
ジ

ー
や
ラ

ベ
リ

ン
グ

・
セ
オ
リ
ー
に
詳

し
い
が
、
他
方
、
異
常
者
本
人
の
心
理
的
機

制
に

つ
い
て
は
精
神
病

理
学

が
、
異
常
者

の
集
団

へ
の
正
負

の
寄
与
に

つ
い
て
は

文
化
人

類
学
が
研
究

し
て
き
た
と
言
え
る
。

つ
ま
り
、
異
常

の
成

立
す

る
次

元
に

は
、
(
1
)
ユ
ニ
ッ
ト

・
レ
ベ
ル

(
個
人
)
、
(
2
)
間

ユ
ニ
ッ
ト

・
レ
ベ

ル

(
個
人
間
)
、

(
3
)
シ
ス
テ
ム

・
レ
ベ
ル

(
集
団
)

の
三
次
元
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
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し
、
三
次
元
を
通
底
す

る
論
理
的

メ
カ

ニ
ズ

ム
は

一
貫
し
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。

異
常
な
人
も
し
く
は
行
動

に
直

面
し
た

「
正
常
者
」

の
と
る
反
応
は
次

の
と
お

り
で
あ
る
。
(
1
)「認
知
的

不
協
和
」

の
故

に
無
視

さ
れ
る

(
親
は
子
供

の
憎
悪

に

気
づ
か
な

い
)
。
(
2
)
財
価

し
、
例
外
視

す
る
こ

と

で
、

既
存

の
分
類
体
系
を
無
傷

で
避

難
さ
せ

る

(
キ

チ
ガ
イ
、

バ
カ
と
ラ
ベ
リ

ン
グ
す
る
)
。

(
3
)
既
存

の
分
類
体

系

に
強
制
的

に
再
適
応

さ
せ
る

(
治
療
、
矯

正
)
。
(
4
)
隔
離
、

抑
圧
、

排
除
す

る

こ
と

で
、
既
存

の
分
類
体
系

を
再
強

化
す
る
(魔

女
狩

り
、
施
設
収
容
)
。
(
5
)
既
存

の
分
類
体
系

の
方
を

、
対
象

に
合

わ
せ
て
再
組
織
化
す
る
。

こ
の
う
ち
、
(
1
)
の
場
合

は
、

認
知
の
拒

否
の
故
に
異
常

と

い

う

「
社
会
的
事

実
」
は
存
在
せ
ず
、
(
5
)
の
場
合

に
は
、
再
組

織
化
さ
れ
た
分
類
体
系

の
中

で
は
、

異
常
と

い
う
概
念

は
消
失

す
る
。

異
常
を

マ
イ
ナ

ス
の
有
標
記
号
と
す
る
人

々
の

反
応
様
式
は
、
(
2
)
～
(
4
)
に
あ

た
る
が
、

こ
の
よ
う
な
反
応
を
惹
起
す
る
論

理

肺
心

理
的

機
制
は
、
上
述

の
文

の
中

で
夙
に
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
異
常

に
遭

遇
し

て
境
界

の
危
機

に
陥

っ
た
分
類
体
系

の
自
己
防
衛
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は

ユ
ニ

ッ
ト

・
レ
ベ

ル
で
は
自

己
防
衛
メ
カ

ニ
ズ

ム
、

シ
ス
テ

ム

・
レ
ベ
ル
で
は
グ

ル
ー

プ

・
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ

ィ
の
防
衛
メ
カ

ニ
ズ

ム
と
な
る
。

心
理
学

で
は
、
攻
撃
衝
動

が
自

己
防
衛
メ
カ

ニ
ズ

ム
の
表
わ
れ
で

あ

る

こ

と

は
、
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
攻

撃
が
解
発

同
①
一①
a
ω①
さ
れ
る
相
互
作
用
過
程
を
、

私
た
ち
は
、
社
会

的
葛

藤

ω0
9
a
一

8
障
一一9

と
呼

ん
で
い
る
が
、
異
常
が
創
出

さ
れ
る
葛
藤
状
況

の
特

殊
性
は
、
,葛
藤

の
当
事
者
が
互

い
に
同
格
で
な
く
、
正
常

者
が

マ
ジ

ョ
リ
テ

ィ
、

異
常

者
が

マ
イ

ノ
リ
テ

ィ
に
属
し
て

い
る
こ
と
で
あ

る
。

多
数
派

の

コ
ン
セ
ン
サ

ス
を
得
た
者
だ
け
が

「
正
常
者
」
で
あ
り
う
る
こ
と
を
、

劇
的

に
示
し

て
い
る
の
は
、
魔
女
告

発

の
場
合

で
あ
る
。
中

世

の
魔
女
狩
り

の
末

期
に
は
告
発
者

は
被
告

発
者

の
異
常

性

の
立
証
を
求
め
ら
れ
て
、
多
数
派

の
支
持

を
熾
烈

に
争
う

一
方

の
当
事
者
と
な

っ
た
。
正
統
争

い
に
敗
れ
た
告
発
者
は
、

一

転

し
て
異
常

の
烙
印
を
捺
さ
れ
る
側
に
ま
わ
る
。
告
発
者

が
自
ら
正
統
争

い
に
加

わ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
よ
う
な
社
会
で
は
、
分
類
体
系

は
既

に
動
揺
し

て
再
組

織
化

の
必
要

に
迫
ら
れ

て
い
る
と
言
え
る
。
告

発
者

の
立
場

と
被
告
発
者

の
立
場

が
共
に
、
分
類
体
系
が
選
択
可
能
な
多
元
的
な
選
択
肢

の

一
つ
に
な

っ
て
し
ま
え

ば

、
異
常

の
概
念

そ
の
も

の
が
消
失
す
る

こ
と
に
な
る
。

四

「
異

常

」

の
類

型

と

「
社

会

」

の
類

型

1

葛
藤

回
避

型
の
社
会

異
常

の
創
出
は
、

そ
れ

へ
の
攻
撃
-

抑
圧
や
排

除
の
よ
う
な
暴
力
的

な
も

の

か
ら
、
治
療

や
矯

正
の
よ
う
な
ゆ

る
や
か
な
も

の
ま
で
ー

を
通
じ
て
、

シ
ス
テ

ム

(
パ
ー
ソ
ナ
リ

テ
ィ

・
シ
ス
テ
ム
ま
た
は
社
会

シ
ス
テ
ム
)

が
自

己
防
衛
す

る

メ
カ

ニ
ズ

ム
で
あ
り
、

こ
れ
か
ら

の
作
業
は
、
そ
の
種
々
相

を
類
型
化
す

る
試

み

だ
が
、

そ
の
前

に
、
異
常

に
よ

っ
て
攻
撃
性
を
解
発
さ
れ
ず

に
す
む
よ
う

な
タ
イ

プ
の
社
会

が
あ
り

う
る
こ
と
を
指
摘
し

て
お

こ
う
。

そ
の

一
つ
は
、

ピ
グ

ミ
ー
の
バ
ン
ド
の
よ
う
に
、
離
合
集
散
f
l
u
x
に
よ

っ
て

攻

撃
を
物

理
的

に
回
避
す

る
タ
イ
プ

で
あ
る
。
ピ
グ
ミ
ー
の
バ

ン
ド
は
成
員

が
流

動

的
で
あ
り
、

メ
ン
バ
ー
相
互

の
間

に
葛
藤
が
生
じ
る
と
、
互

い
に
口
汚
く

の
の

し
り
あ
う

が
、
決
定
的
な
破
綻

に
至
る
前

に
当
事
者
の

一
方

が
バ
ン
ド
を
去

る
こ

と
に
よ

っ
て
、
葛
藤
は
物
理
的

に
消
滅
す
る
(16
)
。

こ
の
よ
う
な
社
会

で
は
、
魔

女

や
異
常
者

は
発
生

し
に
く

い
(17
)。

そ
の
代
償
に
、
ピ
グ
ミ
ー
社
会

は
、
極

め

て
低

い
統
合
水
準

で
満
足

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
彼

ら
の
統
合

原
理
は
、
父
系

血

縁
原
理
で
あ

る
と
言
わ

れ
る
が
、

そ
れ
さ
え

一
貫
し
た
も
の
で
は
な
い
。
双
系

的
ま
た
は
二
重
単
系
的

と
言
う

よ
り
、
正
確

に
は
、
無
系
的
と
言
う

べ
き
で
あ

ろ
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う
。も

う

一
つ
の
タ
イ
プ
は
、
攻

撃
を
競
争
と

い
う
形

で

ル
ー
ル
化
し
、
無
害
化
し

た
心
理
的
回
避
型
で
あ
り
、
そ
の
理
想
型
が
、
脱
産
業
社
会

に
来

る
べ
き
能
力
社

会

ζ
①
ユ
8
臼
a
。賓

で
あ
る
。
ダ

ニ
エ
ル

・
ベ
ル
描
く
と

こ
ろ

の
未
来
像
に

よ

れ

ば
、

メ
リ
ト
ク
ラ

シ
ー
で
は
、
同
僚

8
一一Φ
a
σq
器

の
支
持

に
よ

っ
て
正
統
性
を
獲

得

し
た
上
位
者

が
、
当

然
の
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
と
応
分

の
報
酬
を
亭
受
す
る
(18
)
。

こ
の
よ
う
な
社
会

で
は
葛
藤

は
公
認
さ
れ
、
攻
撃
性

の
解
発
は
、
異
常

の
創
出
を

伴
わ
ず

に
す
む

よ
う

に
な
る
。

異
常
者

と
は
、
単

に
競
争
社
会

の
落
伍
者
の
別
名

に
す
ぎ

な
い
。
競
争
社
会

の
真

の
異
常
者

は
、
競
争
と

い
う

ル
ー

ル
を
否
認
す
る

者
、
競
争

に
加

わ
る
こ
と
を
拒
否
す

る
者

で
あ

る
が
、
競
争
原
理

の
中
で
は
、
彼

ら
は
主
観
的

に
は
ど
う
あ

れ
、

不
戦
敗

の
棄
権
者

に
す
ぎ
な

い
。

こ
の
タ
イ
プ
の

社
会
は
、

フ
ラ

ッ
ク

ス
型

の
社
会

と
は
逆

に
、
競
争
原
理
を
多
元
的
に
組
み
合

わ

せ

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
極

め
て
ふ
く
ざ

つ
な
高

い
統
合
度
を
達
成
す
る

こ
と
が
で

き

る
。

エ
ソ

ロ
ジ

ー
の
用
語
を
借
り

れ
ば
、
距
離

に
よ

っ
て
攻
撃
を
物
理
的
に
回
避

す

る
社
会
は
ナ

ワ
バ
リ
型
、
格
差

に
よ

っ
て
攻
撃
を
心
理
的
に
回
避
す
る
社
会

は
順

位
型
と
言
え
る
。
ナ

ワ
バ
リ
型

の
社
会

で
は
、
個
体

の
接
触

を
制
限
す
る
た
め
に

ゆ
る
や
か
な
統
合
し
か
達
成

で
き
な

い
の
に
対
し
、
順
位
型
の
社
会

は
、

ふ
く
ざ

つ
で
高
度
な
社
会
組
織
を
発
達
さ
せ

る
こ
と
が

で
き
る
(19
)
。

フ
ラ

ッ
ク

ス
型

の
社
会
を
葛
藤
不
在
型
、

メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
型
の
社
会
を
葛
藤

顕
在
型
と
呼

ぶ
こ
と
が

で
き
る
が
、
も
ち
ろ

ん
両
者
は
極
端
な
理
念

型
に
す
ぎ
ず
、

現
実

の
社
会
は
、
そ

の
両
極

の
あ
わ

い
、
単
純
な
社
会
組
織

か
ら
ふ
く
ざ

つ
な
社

会
組
織

に
至
る
間
、
低

い
統
合

か
ら
高
度

の
統
合
水
準

に
至

る
ス
ペ
ク

ト
ラ
ム
上

に
、
分
布

し
て
い
る
と
考

え
る

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

ダ
グ

ラ
ス
は
、
社
会

の
統
合
度

の

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
を
、
異
常
創
出
と
か
ら
め
て

類
型
化
す
る
試
み
に
、

一
つ
の
解
答

を
与

え
て
い
る

(
図

1
)
(20
)。
分
類
体
系
が

完
全

に

一
元
的

で
、
個
人
が
社
会

に
統
制

さ
れ

つ
く
し

て
い
る
社
会
(
第

一
象
限
)

で
も
、
他
方
、
分
類
体
系

が
完
全

に
多

元
的
で
、
個
人

が
社
会
統
制
か
ら
自
由
な

社
会

(
第

三
象
限
)

で
も
、
異
常

は
発
生

し
に
く

い
。
現
実

の
社
会
は
、

こ
の
座

図 1
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標
軸
上

に
分
布

し
、
第

一
象
限

か
ら
第

三
象
限

へ
と
時
間
軸

に
沿

っ

て

移

行

す

る
。
ダ
グ

ラ
ス
に
よ
れ
ば
、
魔
女
告

発
が
活
性
化
す

る
の
は
、
分
類
体
系

の

一
元

性
か
ら
多
元
性
ー

分

類
体
系

の
多

元

性

は
、

分
類
体
系

の
不
在
を
意
味
し
な

い
、

そ
れ
は
分
類
体
系

の

一
つ
の
あ
り
方

で
あ

る
ー

へ
の
推
移
点
、
座
標
軸
上

の
ゼ

ロ

・
ポ
イ

ン
ト
の
周
辺
に
お

い
て
で
あ
る
(2
1)。

そ
し
て
、
葛
藤
不
在
型

の

社
会

は
、

こ
の
図
で
は
第

一
象

限

の
外
縁
に
、
葛

藤
顕
在
型
の
社
会

は
第

三
象
限

の
外
縁

に
、
そ
れ
ぞ
れ
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

2

攻
撃
対
象

の
ス
ペ
ト
ク
ラ

ム

葛
藤

不
在
型
か
ら
葛
藤
顕
在
型

に
至
る

ス
ペ
ク

ト
ラ
ム
を
分
節
す
る

ロ
ジ

ッ
ク

は
何
だ
ろ
う
か
。
異
常
と

は
、
葛
藤
を
回
避
も

ル
ー
ル
化
も

で
き
な

い
状
況
の
中

で
、

シ
ス
テ
ム
の
自
己
防
衛

の
た

め
に
攻
撃
性
が
解
発
さ
れ

る
対
象

の
こ
と
で
あ

る
。
だ
と
す
れ
ば
、
何

が
攻
撃

の
タ
ー
ゲ

ッ
ト
に
選
ば
れ

る
か
と

い
う

こ
と
が
、

分
類

の
イ

ン
デ
ク

ス
に
な
る
に
違

い
な
い
。

葛

藤
不
在
型

の
社
会

と
葛
藤
顕

在
型
の
社
会

の
共

通
点

は
、
成
員

の
平
等
と
い

う

こ
と

で
あ
り
、

そ
こ
で
は
、
葛
藤

は
同
位
者
間

の
葛
藤

と
な
る
。
葛
藤
不
在
型

の
社
会
は
、
葛
藤

そ
の
も

の
を
物
理
的
に
消
滅
さ
せ
る
が
、
葛
藤
顕
在
型

の
社
会

で
は
、
葛
藤

の
当

事
者

の
攻
撃
性
は
、
当

の
競
争
相
手

H
一く
a
一
へ
向
け

て
解
発
さ

れ

る
。
競
争

と
い
う

ル
ー

ル
の
中
で
は
、
勝
者
と
敗
者
は
生
ま
れ
て
も
、
正
常
者

と
異
常
者

は
生

じ
な

い
。

し

か
し
成

員
間
に
格
差

の
あ
る
よ
う
な
社
会
で
は
、
上
位
者
は
下
位
者
を
抑
圧

す

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
下
位
者

の
攻
撃
性
は
、
決
定
的
な
打
撃
を
避
け

る
た
め

に
、
上
位

者
に
は
向
け
ら
れ
ず

(
攻
撃
性
は
本
来
自
己
防
衛

の
た
め
の
も
の
で
あ

る
か
ら
)
、
別
な
対
象

に
ふ
り
か
え
ら
れ
る
。
攻
撃
性
が
他

の
モ
ノ
に
向
け

ら

れ

た
場
合

を
、

エ
ソ

ロ
ジ

ー
の
用
語

で
転
位

象
ω
p
冨
8
白
①
三

と
言

い
、
こ
れ
は
行

動

の
儀
礼
化

同一ε
a
一冒
a
仲一8

の

一
種
で
あ

る

(22
)。
も
う

一
つ
の
選
択

肢

は
、

攻
撃
性
を
自
分
よ
り
弱

い
他
の

ヒ
ト

<
§

冒

に
転
位
す
る
方
法

で
あ
る
。
犠
牲

者
を
見
出
す

こ
と
が

で
き
な
け
れ
ば
、
行
き
場
を
失

っ
た
攻
撃
性
は
、
自
己

へ
向

う
他
は
な

い
。

こ
う
し
て
攻
撃
の
タ
ー
ゲ

ッ
ト
を

め
ぐ

っ
て
、
葛
藤

の
当
事
者

で

あ

る
他
者
、

そ
れ
が
転
位
し
た
身
代

わ
り

の
他
者
、
自
己
自
身
と

い
う
三
類
型
が

で
き

る
。

3

異
常

の
類
型
と
社
会

の
類
型

葛
藤

不
在
型
と
葛
藤
顕
在
型

の
両
極
に
ま
た
が
る
社
会

の

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
に
、

「
自
己
か
ら
当

の
他
者

ま
で
」

の
異
常

の
ス
ペ
ク
ト
ラ

ム
を
対
応

さ
せ
て
み
る
こ

と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う

か
。
攻
撃
性

の
転
位

の
類
型
が
、
集
団

の
統
合
度

に
対
応

し
て

い
る
と
い
う

ア
イ
デ
ィ
ア
は
、

メ
ア
リ

・
ダ
グ
ラ

ス
に
負

っ
て
い
る
。

ダ
グ
ラ

ス
は
、
魔

女
告
発
を
論
じ
た
理
論
的
著
作

の
中

で
、
魔
女
を
五

つ
の
類

型

に
分
か

っ
て

い
る

(
図
2
)
(23
)。

魔
女
信
仰
は
、

異
常
な
事
態
を
説
明
す

る
因
果
仮
説

の

一
つ
(24
)
で
あ
る
が
、

原
因
が
(
1
)「見
え
な

い
ウ
ィ

ッ
チ
」

(森

の
精
霊
、
祖
先
霊
)

に
帰
せ
ら
れ

る

場

合

に
は
、
共
同
体
は
犠
牲
者
を
出

さ
ず

に
集
団

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
回
復
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
(
2
)「排
除
さ
れ
る
ウ

ィ
ッ
チ
」

の
場
合

に
は
、
病
者
に
慧

い

た
霊

が
シ
ン
ボ
リ

ッ
ク

に
被
わ
れ
る
だ
け
で
、
病
者

や
邪
術
者
個
人
が
排
斥
さ
れ

る
こ
と

は
な

い
。
(
3
)「敵

の
党
派
の
ウ

ィ
ッ
チ
」

の
場
合

に
は
、
特
定

で
き

て
も

干
渉
す

る
訳

に
は

い
か
な

い
。
(
4
)「危
険
な
逸
脱
者

と
し
て
の
ウ
ィ

ッ
チ
」
に
な

っ
て
は
じ
め
て
、
特
定
さ
れ
た
攻
撃
と
排
除

の
対
象

が
あ

ら
わ
れ
る
。
(
5
)「敵

の

廻
し
者

と
し
て
の
ウ
ィ

ッ
チ
」

で
は
、
敵
は
十
分
に
顕
在
化

し
て
い
る
た
め

に
、

ウ

ィ

ッ
チ
は
単
に
競

争
相
手

ユ
<
a
一
の
別
名

に
す
ぎ
な
い
。

こ
こ
で
は
葛
藤
は
同

位
者
間

の
そ
れ
と
な
り
、

つ
い
に
は
集
団

の
分
裂
に
至
る

こ
と
が
あ
る
。
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ダ
グ
ラ

ス
が

こ
の
図
式

で
示
唆
す
る

の
は
、
魔
女

の
類
型

が
集
団

の
統
合
度
、

言

い
か
え
れ
ば
集
団

の
危
機

の
諸
段
階
に
対

応
し
て
い
る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

(
1
)
に
近
づ
く
ほ
ど
集

団
は

一
元
的
な
高

い
統
合
度
を
達
成
し

て
お
り
、
(
5
)
に
近
づ

く

ほ
ど
集

団
の

一
元
性
は
崩
壊

し
て
い
る
。

ダ
グ

ラ
ス
の
理
論
は
、
イ
ギ
リ

ス
正

統
派

の
機
能
主
義

と
、

一
貫

し
た
統
合
理
論

に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
、

こ

こ
で
は
彼
女

の
理
論
を
普

術
し
て
、
異
常

の
類
型
が
社
会
の
統
合

度
の
水
準

に
対

応
す
る
よ
う
な
、

一
般
的
な
枠
組
を
構
築
し

て
み
よ
う
。
そ
れ
に
は
、
彼
女
が
問

わ
な
か

っ
た
問
題

に
、

い
く

つ
か
答
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
(
1
)
魔
女
告
発
は
、

異
常
を
媒
介
と
す
る
集
団

の
統
合
メ
カ

ニ
ズ

ム
の

一
う
だ
が
、

そ
れ
以
外

の
方
式

が
あ
る
と
し
た
ら

そ
れ
は
何
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
魔
女
告
発
が
達
成
す
る
統
合

と
、
ど
ん
な
違

い
が
あ
る
か
(
シ

ス
テ
ム

・
レ
ベ

ル
)
。
(
2
)
誰
が
異
常
者
と
な
る
の

か
(
ユ
ニ

ッ
ト

.
レ
ベ
ル
)
。
(
3
)
ど
う
い
う

イ
ン
タ
ラ
ク

シ

ョ
ン

・
プ

ロ
セ

ス
を
通

図 2
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じ
て
、
異
常
者
が
創
出

さ
れ
る
の
か
(間

ユ
ニ
ッ
ト

・
レ
ベ

ル
)
ー

と

い
う
問

い

で
あ
る
。

(
1
)
の
問

い
に
対

し
て
、

私
は
す
で
に

「
攻

撃
者
-
攻
撃
対
象
」
と

い
う
軸

の
中

で
、
「
自
己
か

ら

(身
代

わ
り

の
他
者
を
経
て
当
の
)
他

者

へ
」
と

い

う

ス
ペ
ク

ト
ラ
ム
上

の
三
類
型
を
示
し
て
お

い
た
。

私

の
試
み
は
、

魔
女
告
発

(
「
身
代
わ

り

の
他
者

へ
の
攻

撃
」
)

の
ケ
ー

ス
を

モ
デ

ル
と
し

て
、

異
常
性
が

成
り
立

つ
メ

カ

ニ
ズ

ム
を
、
晶
方

で
は

「
自
己
自
身

へ
の
攻
撃
」

へ
、
他
方

で
は

「
他
者

へ
の

攻
撃
」

へ
と

拡

張
し
よ
う
と
す
る
も

の
だ
が
、

こ
こ
で
注
意
し

て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら

な
い

こ
と
が
あ
る
。
魔
女
告
発
は
、
社
会
的
事
実

の
レ
ベ
ル
で
は
、
攻

撃
者

a
簿
a
舞
霞

・
魔
女
、
被
攻
撃
者

舞
$
爵
巴

・
告
発
者
を
含
む

マ
ジ

ョ
リ
テ

ィ
と
な

っ
て
い
る
が
、
心
理
的

に
は
、

そ
れ

が
逆
転

し
て
い
る
こ
と
、

つ

ま

り

ユ
ニ
ッ

ト

・
レ
ベ
ル
と

シ
ス
テ
ム

・
レ
ベ

ル
と

で
、
攻
撃
-
被
攻
撃

の
関
係
が
逆
立
ち
し

て
い
る
、
特

殊
な

ケ
ー
ス
だ
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

マ
ジ

ョ
リ

テ
ィ
が
攻
撃
者
で

あ

る
か
被
攻
撃
者

で
あ

る
か
は
、
社
会
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ

っ
て
状
況
的
に
定

義

さ
れ
る

ほ
か
は
な
く
、

異
常
者

と
目
さ
れ
る
個
人

に

つ
い
て
も
、

そ
の
事
情
は

同
様
で
あ
る
。
防
衛
ー
攻
撃

メ
カ

ニ
ズ
ム
は
、

加
害
-
被
害

の
単
純
な

二
極
化
を

妨

げ
る
。

魔
女
告
発

が
、

異
常

の

一
般

理
論
構

築

の
モ
デ

ル
に
な
り
う

る
の
は
、

そ
れ
が
、
(
攻
撃
-
被

攻
撃

の
分
化

の
推
移
点
に
あ
る

こ
と
と
、
(
2
)
マ
ジ

ョ
リ

テ

ィ
ー

マ
イ

ノ
リ

テ

ィ
関
係
が
、
攻
撃
-
被
攻
撃

の
逆
転
す
る
推
移
点

に
あ

る
、
と

い
う

二
重
性

に
お

い
て
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

こ
こ
で
の
課
題
は
、
魔
女
告
発

を
特
殊

ケ
ー

ス
と
し
て
含
む
よ
う
な
、

マ
ジ

ョ
リ

テ
ィ
ー

マ
イ

ノ
リ
テ

ィ
間
の
社

会
的
相

互
作

用
を
、

モ
デ
ル
化
す

る
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
に

は
、
先

の
(
1
)
～
(
3
)
の
問

い
は
、
次

の
よ
う

に
書
き
換
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
(
1
)

攻
撃
性

解
発

の
始
動
者

ω
けa
二
霞

と
な

る
特
定

の
個
人
は
誰

で
、
そ
れ
は
な
ぜ
か

(
ユ

ニ

ッ
ト

・
レ

ベ

ル
)
。

(
2
)
攻

撃

者

と

マ
ジ

ョ
リ

テ

ィ
は
、

ど

の

よ
う

な

イ

ン
タ

ラ

ク

シ

ョ
ン
を

通

じ

て

異

常

性

を

創

出

し

て

い
く

の

か

(
間

ユ

ニ

ッ
ト

・
レ

ベ

ル
)
。
(
3
)そ

れ

は
集

団

の
統

合

に
、

ど

の
よ

う

に

寄

与

し

て

い

る

の

か

(
シ

ス

テ

ム

・
レ
ベ

ル
)
。

言

い
換

え

れ

ば

ユ

ニ

ッ
ト

・
レ

ベ

ル
と

シ

ス
テ

ム

.
レ

ベ

ル

で

図 3
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は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
人
お
よ
び
集
団

の
ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
防
衛

メ
カ

ニ
ズ

ム
が
、

そ
し

て
間

ユ

ニ
ッ
ト

・
レ
ベ
ル
で
は
攻
撃
者
個
人
と
集

団
と
の
協
働
=

共
犯
関
係

が
、

問
題
と
な
る
。

以
上
を
整
理
し

て
、
異
常

の
類
型

(
自
己
自
身

へ
の
攻
撃
/
身
代
わ
り

の
他
者

へ
の
攻
撃
/
他
者

へ
の
攻
撃
)
を
タ

テ
軸
に
、
異
常
創
出

の

諸

次

元

(
ユ
ニ
ッ

ト

・
レ
ベ
ル
/

間

ユ
ニ

ッ
ト

・
レ
ベ
ル
/

シ
ス
テ
ム

・
レ
ベ

ル
)
を

ヨ
コ
軸

に
組

み
合
わ

せ
て
得

た
表

が

(
図
3
)

で
あ

る
。

空
欄

に
暫

定
的
に
入
れ
た

の
は
、
該

当
部
分
を
研
究
対
象
と
す
る
既
存

の
学
問

で
あ

る
。
矢
印

は
、
専

門
領
域

の
展
開
過
程
を
示
し

て
い
る
。

こ
う
し
た
見
取
図

づ
く
り

は
、
単

な
る
知

的
な
パ
ズ

ル
ゲ
ー

ム
に
す
ぎ
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ

ど
、

パ
ズ

ル
ゲ
ー

ム
に
し
て
も
十
分

に
面
白

い
ば
か
り
か
、

こ
の
種

の
作
業

が
意

味
を
持

つ
と
し
た
ら
、
第

一
に
、
従
来
無
関
係
な
分
野
と
思
わ
れ
て
い
た
諸

学
の

間

の

一
貫
性
が

理
解

さ
れ
、
対
象

の
綜
合
化

が
図
ら
れ
る

こ
と
、
第

二
に
、

ま
だ

存
在
し

て
い
な

い
が
あ
り
う

べ
き
研
究
領
域
を
、
元
素

の
周
期
律
表

の
よ
う

に
、

索

出
す

る
機
能
を
持

っ
て
い
る

こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
、
病
気
も

又
、
自

己
を
葛

藤

の
舞
台
と
し
た
生
理

睡
心
理
的
自
己
防
衛
メ
カ

ニ
ズ
ム
の

一
種
だ

が
、
身
体
疾

患
が
社
会
関
与
的

で
あ
る

こ
と
が
判
明
す
る
に

つ
れ
、
医
療
社
会
学
か
ら

ひ
い
て

は

エ
ス
ノ

・
メ
デ

ィ
シ
ン

へ
の
関
心
は

い
よ

い
よ
高

ま
る
で
あ
ろ
う
し
、

そ
れ
は

既
に
漢

方

へ
の
関
心
等
に
現
象

し
て
い
る
。
ま
た

ラ
ベ
リ

ン
グ
理
論
も
、
逸
脱

の

ユ
ニ
ッ
ト

.
ア
プ

ロ
ー
チ
と

シ
ス
テ
ム

・
ア
プ

ロ
ー
チ
の
間
隙
を
埋
め
る
も

の
と

し
て
、

登
場

す
る

べ
く
し
て
登
場

し
た
と
言
え
る
。
ま
た
近
年
変
動
理
論

の
中
で

注

目
を
集
め
て

い
る
の
は
、
誰

が
イ
ノ

ベ
ー
タ
ー
に
な
る

の
か
と

い
う
変
動

の
ユ

ニ
ッ
ト

・
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ

る
(25
)
。

五

異

常

の

一
般

理

論

さ
て
、

以
下

に
上
述

の
表

の
空
欄
を
、
自
己
防
衛
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
諸
相

に
よ

っ

て
埋
め

つ
つ
、
詳
論

し
て
い
こ
う
(
図
 4
)
。

1

自

己
自
身

へ
の
攻
撃

1

・
1

自
殺

ピ
グ

ミ
ー
の
よ
う
な
社
会
で
、
集

団
の
統
合
を
保
証
す
る

の
は
、

一
元
的
な
分
類
体
系

の
共
有
で
あ
る
。
社
会
組
織

が

ル
ー
ス
な
と

こ
ろ

で

は
、

い
わ
ば
個
人
個
入
が
社
会

で
あ
る
ほ
か
集

団
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
証

す

る
道
は
な

い
。

こ
う

い
う
と

こ
ろ
で
は
、
社
会

に

つ
い
て
の
個
人

の
情
報

の
偏

差
は
小
さ
く
、
ど

の
イ

ン
フ
ォ
ー

マ
ン
ト
も

一
様
な
分
類
体
系
を
記
述
す
る
。
し

か
し
、
ピ
グ

ミ
ー

の
よ
う
に
結
合

が

ル
ー

ス
で
、
か

つ
ピ
グ

ミ
ー

の
よ
う
に
は

フ

ラ

ッ
ク

ス
が
自
由
で
な
い
閉
鎖
的
な
社
会

で
は
、
葛
藤
は
ど

の
よ
う
に
処
理
さ
れ

る

で
あ
ろ
う
か
。
社
会
組
織

が
単
純

で
小
規
模
、
か

つ
極
端
に
閉
鎖
的
な
孤

立
社

会

の
典

型
が

ニ

ュ
ー
ギ

ニ
ア
高
地
人

の
社
会

で
あ
る
(26
)
。

萩

野
恒

一
は
、

ニ
ュ

ー
ギ

ニ
ア
を
訪

れ
て
、

ニ
ュ
ー
ギ

ニ
ア
高
地
人

の
間
に
、
精
神
分
裂
病
と

い
う
病

が
皆
無

で
あ

る
こ
と
を
発
見
し

て
い
る
(27
)。

病
者

と
は
、
葛
藤
を
内
在
化
さ
せ

た
ま
ま
、
葛
藤
状
態

で
存
続
し

て
い
る
存
在
で
あ
る
。
し
か
る
に
極
め

て
苛
酷
な

環
境

の
下

で
は
、
人
は
健
康
な
生
者

で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も

死
者

で
あ

る
か

の
い

ず

れ
か
で
あ
る

ほ
か
な
く
、
病
気
と
い
う
死
と
生

と
の
境
界
領
域

に
と
ど
ま

っ
て

い
る
こ
と
が

で
き
な

い
。

そ
れ
は
生
理
的
生
存

の
の
み
な
ら
ず
、
社
会
的
生
存
に

つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。

一
元
的
な
分
類
体
系

が
支
配
す

る
社
会

で
は
、
集
団
に

よ

っ
て
死
を
宣
告
さ
れ
、
し
た
が

っ
て
集

団
が
彼
を
死
者
と
し

て
扱
う

(
社
会
的

死
)
者
は
、
生
理
的
に
も
死
ぬ
ほ
か
は
な
く

な
る
の
だ
。

そ
の
代
わ
り
、
萩

野
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会

で
は
衝
動
的

・
発
作
的
な
自
殺

が
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多

い
こ
と
を
報
告
し
て

い
る
。

一
元
的

・
閉
鎖
的

な
社
会

で
は
、
葛
藤

の
顕
在
化

は
集
団

に
甚
大
な
危
機
を
招
く
た
め
に
是
非

と
も
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
葛

藤

に
陥

っ
た
個
人
は
、

そ
れ
を
強
制
的
に
抑
圧
す
る
か
、

そ
れ
が

で
き
な
け
れ
ば
自

己
も
ろ
と
も
葛
藤
状
況

そ
の
も

の
を
消
滅
さ
せ
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

1

・
2

衝
動
的
他
殺

同
じ
く

ニ

ュ
ー
ギ

ニ
ア
高
地

で
、

バ
ー
ト
ン

"
ブ

ラ

ッ
ド

レ
イ
は
ア
モ
ク

・
ラ
ン
ナ
ー
と
呼
ば
れ
る
衝
動
的
無
差
別
大

量
殺
人
者

の

例
を
報
告

し
て
い
る
。

ア
モ
ク

・
ラ
ン
ナ

ー
が
生
じ
る
状
況
は
、
患
者

が
恥
ず

か

し
め
を
受
け
た
こ
と
に
起
因
す

る
。
し
か
し
患
者

の
攻

撃
性
は
、
恥
辱

を
与

え
た

当

の
人
物
に
向
か
う
訳

で
は
な
い
。
と

い
う

の
は
、
恥
が
恥
と
し
て
感
受
さ
れ
る
の

は
、
患
者
本
人
が
恥

を
成
り
立
た

せ
る

一
元
的
な
規
範
を
内
面
化
し
て

い
る
か
ら

(28
)
で
、
な
る
ほ
ど
彼

は
特
定

の
個
人

に
の
の
し
ら
れ
た
か
も
し
れ
な

い

が
、

そ

の
人
物
は
集
団
の
規
範
を
代
弁

し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

い
わ
ば
集
団

の
全
体

が
彼

を
恥
ず
か
し
め
た

の
で
あ

る
。
だ

か
ら
、
患
者

の
攻
撃
性
は
集
団
内

の
無
限
定
な

他
者

に
向
か

い
、
最
終
的
に
は
自
殺

に
至

る
ほ
か
、
彼
が
恥
辱
を
雪
ぐ
方
途
は
な

い
。

こ
の
衝
動
的
他
殺
は
、

い
わ
ば
自

殺
的
他
殺

で
あ
る
。

ア
モ
ク

・
ラ
ン
ナ
ー
を
生
じ
る
社

会
的
背

景
の
特
徴
は
、
均
質

・
小
規
模

の
対

面
的

{a
8
-
8
点
a
8

な
定
住
社
会
で
あ
り
、
血
縁
を
基
礎
と
し
た
強

い
社
会
紐
帯

ω
。
9
a
「

び
○
巳

の
あ

る
こ
と

で
あ
る
(29
)。

固
定

的
な
対
面
状
況
を
避
け
る
訳
に

い
か
な
い
こ
の
よ
う
な
社
会

で
は
、
人
は
、
完
全

に
適
応

し
て
い
る
か
、
自
己
破

壊

に
至

る
か
の
い
ず
れ
か

の
道
し
か
選
択
で
き
な
い
の
で
あ

る
。

ア
モ
ク

・
ラ
ン
ナ

ー
の
ケ
ー

ス
で
は
、

ユ
ニ
ッ
ト

・
レ
ベ

ル
で
当
事
者
が
自
己

破

壊
に
よ

っ
て
自
ら

の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
防
衛
し
よ
う

と
す

る
こ
と
と
、

シ

ス
テ

ム

・
レ
ベ

ル
で
、
集
団

が
そ
れ
に
よ

っ
て
堅
固
な
同
質
性

げ
。
ヨ
。
αQ
①
巳
蔓

を

維
持
す
る

こ
と
と
が
、

み
ご
と

に
対
応
し

て
い
る
。

図 4
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1

・
3

精
神

分
裂

症

自
殺
が
物
理
的
な
自
己
破
壊
な
ら
、
分
裂
症
は
心

理
的
な
自
己
破
壊
で
あ

る
。
分
裂
症

が
社
会

関
与
的
な
病
像

で
あ
る

こ
と
は
、
文

化
精
神
医
学

の
知

見
に
よ

っ
て
ま
す

ま
す
明

ら
か

に
な
り

つ

つ

あ

る
。
分
裂

症

は
、
病
者
個
人
と
社
会
と

の
相

互
作

用
過
程

の
産
物

シ
ス
テ
ム
の
自
己
防
衛

の
た
め

の
取
り
引

き
で
あ

る
。

分
裂
症
者
が
集
団
と
協
働

・
共
犯
関
係
を
結
ぶ
典

型
的
な
例
は
、

カ
ー
ゴ

ー

・

カ

ル
ト

。a
σq
。

。
三
什

で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ギ

ニ
ア
沿
岸
地
方

で
は
、

西
欧
文
明
と

の
文

化
接
触

a
8
巳
ε
Ha
ま

口

の
過
程

で
、
分
裂
病
質
者

が
メ
シ
ア
を
自
称
し
、

積
荷

。
a
σq
。

を
満
載
し
た
救
済

の
船
が
現
わ
れ
る
と
信

じ
て
、
財
産

の
放
棄
や
打

ち

こ
わ
し
を

行
な
う
行
動

が
見
ら
れ
る
(30
)。

自
称

メ
シ
ア
が
集
団

に
受
け
容
れ

ら

れ
れ
ば

マ
ス

.
ヒ
ス
テ
リ
ア
の

一
種

が
現
象
す
る
し
、
自
称
メ

シ
ア
が
集
団
に

受
容

さ
れ
な
け
れ
ば
、
彼
は
狂
人
扱

い
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
患
者

の
妄

想
に
対

す
る
集
団

の
同
化

の
程
度
は
、
文
化
接
触

の
過
程
で
あ
ら
わ
れ
た
集
団
の
危
機

の

度
合

い
に
対
応
し

て
い
る
。
バ
ー

ト
ン

・
ブ

ラ

ッ
ド

レ
イ
が
言
う
よ
う

に
、異
常
者

と
正
常
者
は
相
互

の
役
割
期
待

H
o
一。

①×
p
⑦
9
a
二
〇
口

と
役
割
取
得

No
一。
$
臨
⇔

σq

に
よ

っ
て

「
バ
ラ

ン
ス
を
と
り
、
代
償
し
あ

っ
て
グ

ル
ー
プ
内

の
シ
ス
テ
ム
を
支

え
て

い
る

の
で
あ
る
(31
)
。
」
集
団

の
危
機
が
深
け
れ
ば
、
集
団
全
体
が
妄
想

へ
の

逃
避
に
よ

っ
て
崩
壊
に
頻

し
た
グ

ル
ー
プ

・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
守
ろ
う
と
す

る
し
、
危

機
が
比
較
的
軽
け
れ
ば
、
異
常

者
を
犠
牲
山
羊

ω。
a
p
。

σQ
o
9

と

す

る

こ
と

で
危
機

を
可
視
化

し
、
排
除

す
る
。
集

団
が
異
常
者
と
同
化
し
な

い
場
合

で

さ

え
、
集

団
は
異
常
者
を

必
要
と
し
た
か
ら
、
そ
れ
を
作
り
出
し
た

の
だ
。

集
団

が
危
機

に
頻

し
た
グ

ル
ー
プ

・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
維
持

の
た
め
に
、

異
常
者
を

い
わ
ば
析
出
す

る
こ
と
を
発
見

し

た

の

が
、
分
裂

症

の
家

族

研

究

h餌
ヨ
ξ

.ε
毎
。
ω
で
あ

る
(32
)。
分
裂
症

が

「
対
人
関
係

の
病
」
(
木
村
敏
)
で
あ

る
こ
と

が
知
ら
れ

て
以
来

「
病
者
」
と

「
正
常
者
」

と
の
間

の
イ
ン
タ
ラ
ク

シ

ョ

ン

・
プ

ロ
セ
ス
(
間

ユ
ニ
ッ
ト

・
レ
ベ
ル
)
の
研
究
に
関

心
が
集
ま

っ
て
い
る
が
、

そ
の
中

で
大
き
な
成
果
を
挙
げ
た

の
が

ベ
イ
ト

ソ
ン

しd
a
8
ω8

、

レ
イ

ン
目
a
ヨ

σq

ら

の
二
重
拘
束
説

α
。
二
三
①
げ
ぎ
α
9
①O
q

で
あ
ろ
う
。
母
親
が
無
意
識
的
に
子

ど
も
を
拒
否
し
て
お
り
な
が
ら
、
意
識

や
行
動

の
上

で
は
子
ど
も

へ
の
愛
情
を

示

す
。
子
ど
も
は
、
受
容

と
拒
否
と

い
う

二
重

の
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取

っ
て
、

ど

ち
ら
に
反
応

し
て
よ
い
か
わ
か
ら
ず
、
ま
た
ど
ち
ら
に
反
応

し
て
も
罰

さ
れ
る
。

こ
う
し
た

二
重
拘
束
的
な
役
割
期
待

の
中
で
は
、
子
ど
も
は

一
貫
性

の
あ

る
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
発
達
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
ず
、
作
り
上
げ

よ
う
と
し

て
は
そ
れ

を
壊
さ
れ
る
。
子
ど
も
は
、
解
体

に
頻

し
た

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
絶
望
的
な
防

衛

の
た
め

に
、
自
閉
的
な
妄
想
の
中

に
立

て
こ
も
り
、

つ

い

に

は

分
裂
症
に
至

る
(33
)
。
し
か
し
、
も
し
母
親

の

「
真

の
メ

ッ
セ
ー
ジ
」
を
家
族
が
公
認
す

れ
ば

、

偽
り

の
愛
情

の
絆

を
失

っ
た
家
族
は
、
崩
壊
す
る
ほ
か
な

い
。
家
族

は
存
続
す

る

た
め
に
、

愛

情
と

い
う

「
常
同
化
さ
れ
た

ロ
ー

ル

・
プ

レ
イ
的
演

技

(34
)」

に
よ

っ
て

「
に
せ
の
統
合
」
を
達
成
し
、
そ

の
代
償
と
し
て
、
家
族
内

で
も

っ
と
も
弱

い

(
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
が
未
形
成
な
)
存

在
で
あ

る
子
ど
も

に
、
矛
盾

が
し
わ

よ
せ
さ
れ
る
。
だ
か
ら

レ
イ
ン
が
言
う
よ
う
に
、
患
者

が
病

む
と
き
、
実
は

「
家

族

が
病
む
」

の
で
あ
り
、
患
者
を
代
価
に
、
家
族

の
他

の
成
員

は
自
ら

の

「
正
常

性
」
を
買

い
と

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
逆

に
、
患
者
を
除
く
家
族
全
体
が
精
神
病

質
的
な
共
同
体
を
作
り
上
げ
て
お
り
、
正
常
な
対
他
知
覚
を
持

っ
た
患
者

の
方
が

そ
の
犠
牲
者

で
あ
る
場
合
さ
え
あ
る
。

当

の
患
者
自
身
は
、
妄

想

へ
の
逃
避

に
よ

っ
て
、

ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
の
防
衛

に
絶
望
的
な
努

力
を
し
て
い
る
。
木
村
敏
は
、
そ
れ
を

「
他
者
の
根
本

的
拒
絶
と

い
う
不
自
然

な
手
段

に
よ
る
個
別
化
確
立

へ
の
努
力
」
と
表
現
し
て
い
る
(35
)
。
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分
裂
症

が
生
じ
る
社
会
的
背
景
は
、
自
殺
や

ア
モ
ク

・
ラ
ン
ナ
ー
を
生
む
よ
う

な
社
会
と
比

べ
れ
ば
、

一
元
的
規
範

が
多
少
と
も
緩

ん
で
い
る
状
況

だ

と

言

え

る
。
だ
か
ら

「
外
来
文
化
と
接
触
す

る
こ
と

が
少

な
い
人

た
ち
、

い
わ
ゆ
る
未
開

人

に
は
、
分
裂
症

の
症
状

が
あ

ら
わ
れ
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い

(36
)。
」
宅

匡
○

に
よ
る
精
神
障
害

の
国
際

比
較

の
中

で
も
、
前

近
代
的
な
伝
統
社
会

で
は
分
裂
症

の
発
症
率

は
低
く
、
予
後

の
寛
解

の
度
合

い
も
高

い
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
る
。
文

化
精
神
医
学

の
知

見
に
よ
れ
ば
、

「
異
な
る
文

化

の
接
触
地
帯
に
お
い
て
、
と
り

わ
け
低

い
文

化
圏

に
属
す
る
側
か
ら
妄
想
型
分
裂
症
が
発
生
し
や
す

い
」
(萩

野
)

(37
)
と

い
う
仮
説
が
妥
当
す
る
。
文
化
接
触
は
境
界
状
況

白
a
お
ご
巴

ω搾
葛

ユ
8

を
作
り
出

す
が
、
そ
れ
は
、
優
位
な
文
化

の
脅
威

に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
側
に
、

と

り

わ
け
深

い
危
機
を
も
た
ら
す
。
戦
後
、

い
わ
ば
否
応
な

し
の
文
化
変
容
を
迫

ら

れ
た

ニ
ュ
ー
ギ

ニ
ア
低
地

や
沖
縄

に
お
い
て
、
分
裂
症
者

の
妄
想

の
内
容
が
共
に

優
位
な
文
化

で
あ

る
ア
メ
リ
カ
や
日
本
本
土

に
準
拠

し
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
で

あ
る
(38
)。

分
裂
症
が
発
生

す
る
状

況
が
、
自

殺
に
よ

っ
て
自

己
も
ろ
と
も
葛
藤

の
消
滅
を

は
か
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
よ
う
な
リ
ジ

ッ
ド
で

一
元
的
な
社
会

に
比

べ
て
、
規

範
が
緩
や
か

で
あ

る
こ
と
は
、
分
裂
症
者

が
心
理
的
な
自

己
解
体
を
遂
げ

て
も
、

フ
ィ
ジ
カ

ル
に
は
、
自

己
を
抹

殺
す
る
必
要
が
な

い
こ
と
か
ら
も
裏

づ

け

ら

れ

る
(39
)。
都
市
化
社
会

の
分
裂

症
発
症
率
は
有
意

に
高

い
が
h

逆
説

的
に
は
、

都

市
化
社
会

だ
か
ら
(
他

の
社
会

で
は
許
容
さ
れ
な

い
)
分
裂
症
者
が
存

在
し
う
る
、

と

言
う

こ
と
も

で
き

る
(40
)。

1

・
4

ツ
キ

モ
ノ

分
裂
病
は
多
少
と
も
持
続
的

な
異
常
だ
が
、

一
時
的

な
錯
乱

に
、

ツ
キ

モ
ノ

(
慧
依

ωp
三

↑
p
o
ω
ω①
。。ω
一8

)

や

ヒ
ス
テ
リ

ー
が
あ
る
。

シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ

ム
の
社
会

で
は
、

ト
ラ

ン
ス
の
能

力
を
持

っ
た
精
神
病
質
者
が
、

集
団
か
ら
正
統
性

を
付
与

さ
れ
れ
ば

シ
ャ
ー

マ
ン
に
、
異
常
視
さ
れ
れ
ば
シ

ャ
ー

マ
ン
の
治
療
対
象

に
な
る
。
持
続
的

な
病
者

が
治
療
者

に
転
化
す
る

こ

と

も

あ

る
。
誰
が
正
統
で
誰
が
異
端
か
は
、
当
人

の
能
力

に
よ
る
よ
り
も
、
社
会
的
属
性

に
よ

る
こ
と
が
多

い
。
タ
ー
ナ
ー
の
言
う
構
造
的
劣
性
を
付
与
さ
れ
た
人
々
は
、

し
ば
し
ば
異
常
者
と
な
る
。
例
え
ば

ア
フ
リ
カ
の
父
系
社
会

で
は
、
同
じ
超
自
然

力
を

用
い
て
も
、
男
性
が
用

い
れ
ば
呪
術

ω
霞
8
q

に
、
女
性
が
用

い
れ
ば
邪
術

妻
搾
o
げ
自
a
ヰ

に
な
る
(41
)。

シ

ャ
ー

マ
ン
的
治
療
は
、

ユ

ニ
ッ
ト

・
レ
ベ
ル
で
は
患
者

の
再
適
応

で
あ

る
と

と
も
に
、

シ
ス
テ
ム
・
レ
ベ

ル
で
は

「
集

団
の
再
適
応
」
(
Hへ爪
く
一ー
ω
↓N
鋤
d[ω
ω)
プ

ロ

セ
ス
で
も
あ
る
(42
)
が
、
間

ユ
ニ
ッ
ト

・
レ
ベ
ル
で
は

「誰

が
異
常
者

に
な
る
の

か
」
と

い
う
問
い
は
、
興
味
深

い
事
実
を
示
し
て

い
る
。
身
分
制
社
会

の
低

い
身

分

の
男
や
、
父
系
社
会

の
中

の
女
、

一
夫
多
妻
制

の
社
会
で
夫
が
新

し

い
妻

を
迎

え
た
元
か
ら

の
妻
な
ど
が
し
ば

し
ば

ト
ラ
ン
ス
を
伴
う

ヒ
ス
テ
リ
ー
に
陥

る
が
、

集
団
は
彼
ら
を
特
権
的
な
病
者

と
し
て
扱

い
、
供
物
を
捧
げ
た
り
、
身
分
や
役
割

に
伴
う
義
務
や
拘
束
か
ら
、
彼

ら
を
解

放
し
て
や
る
(43
)。

そ

こ
で
は

一
時
的
に

せ
よ
、
儀
礼
的
な
役
割
転
換
や
身
分

の
上
昇
が
起

き
る
。
味
を
し
め
た
特
権
的
病

者

が
、

ト
ラ
ン
ス
を
く
り
返
し
、

つ
い
に
は
ト
ラ
ン
ス
を

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
能

力
を
獲
得
す

る
こ
と
が
あ
る
。
特
権
的
病
者
が
永
続
化
す

る
と
、
彼
ら
は
集
団

に

よ

っ
て
制
度
化

さ
れ
、
逆

に
治
療
者
と
し

て
の
役
割

を
与

え
ら

れ
る

よ

う

に

な

る
。

ア
フ
リ
カ
の
父
系
社
会

に
は
、

そ
の
よ
う
に
し
て
特
権

的
地
位

を
獲
得

し
た

魔
女

の
ギ

ル
ド
が
あ
り
(44
)、

ヒ
ス
テ
リ
ー

の
少
女
は
、

彼
女

た
ち

の
も
と

へ
弟

子
入
り
す
る

の
だ
。

ヒ
ス
テ
リ
ー
は
、

逃
避
も
変
更
も

で
き
な

い
現
状
に

フ
ラ

ス
ト

レ
ー
シ

ョ
ン
を

覚
え
た
劣
位
者

の
自

己
防
衛
反
応

で
あ

る
。

一
夫
多
妻
制

の
社
会

の
妻
は
、
夫

が
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新
し

い
妻
を
迎
え
る

こ
と
を
拒
む

こ
と
が

で
き
ず

、
ま
た
自
ら

が
内

面
化
し

て
い

る
規

範

の
故
に
、
自
分

の
不
満
を
自
覚
す
る
道
さ
え
閉

さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は

ヒ

ス
テ
リ
ー
に
よ

っ
て

一
時

的
な
慰
籍

を
得

る

こ

と

で
、
制
度
と
規
範

の
崩
壊
か

ら
、
集
団
と
自
分
自
身
を

と
も

に
守

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ツ
キ

モ
ノ
に
陥

っ
た
病
者
を

遇
す

る
集
団

の
態
度
は
、
集
団

の
危
機
の
度
合

い

に
応
じ

て
様

々
で
あ
る
。
病
者
と

ツ
キ

モ
ノ
を
区
別
し
て
、
シ

ン
ボ
リ

ッ
ク
に
厄

被

い
を
す
る
だ
け

で
原
状
回
復
を
め
ざ
す
場
合
も
あ
る
し
、

ツ
キ

モ
ノ
も
ろ
と
も

病

者
を
抹

殺
す
る

こ
と
も
あ
る
。

ツ
キ

ス
ジ
と
し
て
病
者

の
属
す

る
家
系
を
、
排

除

の
対
象

と
す
る

こ
と
も
あ
る
。
異
常
者

へ
の
寛
容
度
は
、
集
団
解
体

の
危
機

の

深

さ
に
見
合

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
事
実

、
わ
が
国

で
も
、

ツ
キ

ス
ジ

へ
の
村

八
分

が
頻
発

し
た
の
は
、
幕
末

の
共
く同
体
解
体
期

に
対
応
し

て
い
た
。

2

身
代
わ
り

の
他
者

へ
の
攻
撃

攻
撃
性

が
自
己

か
ら
他
者

へ
向
か
う
過
程

で
、
身
代
わ
り

の
他
者

に
転
位
す

る

段
階
が
あ
り
、
魔
女
告
発
は
、
そ

の
微
妙
な
推
移
点
を
示
し
て
興
味
深

い
。

シ
ス

テ

ム

・
レ
ベ
ル
で
は
、
魔
女
告
発
が
悪
魔
被

い
Φ
×
o
目9
ω
ヨ

を
通

じ
て
集
団

の

「
境

界

の
再
定
義
」
に
寄
与
す
る

こ
と
は
、
ダ
グ
ラ

ス
の
指
摘
す

る
と
お
り
だ
が
、
間

ユ
ニ
ッ
ト

.
レ
ベ
ル
と

ユ
ニ

ッ
ト

レ
ベ
ル
で
は

「
境
界

の
危
機
」
を
自
覚
化
し
て

い

る
の
は
告

発
者

の
方

で
あ
り
、
告

発
さ
れ
た
魔
女

の
方
は
、
告
発
者
と
集
団

の
合

意

に
よ

っ
て
選
ば

れ
た
犠
牲
山
羊

に
す

ぎ
な
い
。
攻
撃
が
自
己
に
向
か
う
前
節

の

例

で
は
、
加
害
者
ー
被
害
者
は
同

一
人

の
中

で
末
分
化
な
状
態
で

一
致
し
て
い
る

が
、
魔
女
告
発

で
は
、
加
害
者
と
被
害
者

は
分
化
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し

そ
の

二
元
性

は
告
発
者
と

マ
ジ

ョ
リ

テ
ィ
の
解
釈
図
式

の
上

で
の
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
当

事
者
同
土

の
間

で
、
自
覚
的
な
葛
藤
が
成
立
し

て
い
る
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
ど

こ

ろ
か
、
魔
女
は
当
事
者

で
す
ら
な

い
。
「
社
会
的
事
実
」

の

レ
ベ

ル
で
は
、
魔
女
が

加
害
者
、
告
発
者
が
被
害
者
だ
が
、
実

際
は
魔
女

と
目
さ
れ
た
人
物
が
、
危
機
を

自
覚
化
し
た
集
団

の
攻
撃
性
の
被
害
者

な
の
で
あ

る
。
だ
か
ら

ユ

ニ
ッ
ト

・
レ
ベ

ル
で
問
題
に
な
る

の
は
、
魔
女

で
は
な
く
告
発
者

の
方

の
心
理
的
機
制
で
あ
り
、

そ
れ
は
攻
撃
性

の

「投
射

p
円
o
冨
。
江
8

」

(宰

①
二
α
)
メ
カ

ニ
ズ

ム
だ
と
言

え
よ
う

。

近
年
の
魔
女

研
究

は
、
告
発
者

の
サ
イ
ド
に
注
目
し
て
き
て
お
り
、

そ
の
中

で
彼

ら
は
し
ば
し
ば

「
相
対

的
に
貧
困

目2
a
牙

Φ
ζ

p
。
。
円」

で
あ

る
こ
と

が

わ

か

っ

て
き

て
い
る
(45
)。
解
体
期
に
あ
る
共

同
体

の
中

で
、彼
ら
は
も

っ
と
も
鋭
く
共
同

体

の
危
機
を
感
受
す
る
層
で
あ
り
、
彼
ら

の
攻
撃

の
タ
ー
ゲ

ッ
ト
は
、
彼
ら
よ
り

下
層

の

「
貧
困
層
」
、
ヨ
ソ
モ
ノ
、
成
り
上
が
り
者
、
落
伍
者
に
向
け
ら
れ
る
。

魔

女
研
究
の
中

で

マ
ク

フ
ァ
ー
レ
ン
が
紹
介
し
た

こ
と
で
有
名

な

一
七
世
紀

エ

セ

ッ
ク

ス
の
未
亡
人

の
例
は
、
魔
女
告
発
と
共
同
体
解
体

と
が

一
致

し
て
い
る
こ

と
を
雄
弁

に
語

っ
て
い
る
。
共

同
体

の
互
助
原
理
に
よ
れ
ば
、
未
亡
人
と

そ
の
家

族

は
共
同
体

が
養
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
戸
口
に
立

っ
て
物
乞

い
す

る
彼
女
を
、

誰
も
拒

ん
で
は
な
ら
な

い
。
し
か
し
共

同
体
原

理
の
崩
壊
と
と
も

に
、
未
亡
人

の

物
乞

い
を
拒
む
者
が
現
わ
れ
る
。
だ
が
、
共

同
体
原

理
を
払
拭
し
き
れ
な

い
た
め

に
、
彼
は
自
責

の
念
に
駆
ら
れ
、
未
亡
人
を
あ
り
も

し
な

い
呪
誼
者
に
仮
想
す
る

こ
と

で
、
自
ら

の
不
安

を
合

理
化
す

る
。
集
団

の
多
数
派
は
、
既
に
共

同
体

原
理

を
姪
楷

と
感
じ
始

め
て
い
る
か
ら
、
告
発
者

に
同
調
し
、

こ
う
し
て
彼

女
は

「
過

大
な
要
求
者

。
<
興
-
α
①
8
a
b
α
ぎ
σq
」
と
し
て
制
裁
の
対
象

と
な
る
の
で
あ

る
。

魔
女
告

発
の
活
性
化
は
、
文
化
接
触
に
よ
る
近
代
化
の
進
行

と
比
例
す

る
こ
と

が
、

ア

フ
リ
カ
の
部
族
社
会

の
例

で
報
告
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、

ツ
キ

モ
ノ
や

ヒ

ス
テ
リ
ー
は
、
停
滞
的
な
前
近
代
社
会

の
産
物

で
あ
り
、
近
代
化

の
進
行
と
と
も

に
症
例
が
激
減
す

る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。

ツ
キ

モ
ノ
と
魔
女

告

発

の

違

い

は
、
前
者

が
劣
位
者

の
側

に
平
等
目
標

①
σQ
a
ぎ
a
同一a
昌

σq
。
a
一

を
欠

い
て
い
る
こ
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と

で
あ

る
(46
)
。

ツ
キ

モ
ノ
の
生
じ
る
社
会
で
は
、

あ

い
か
わ
ら
ず

一
元
的
な
価

値

が
内

面
化

さ
れ
て

い
る
が
、
魔
女
告
発

の
起
き
る
社
会

で
は
、
内

面
化

さ
れ
た

規
範
自

体
が
崩
壊

に
頻
し

つ
つ
あ
る
と
言
え
る
。

そ
の
よ
う
な
社
会

で
は
抑
圧

さ

れ
て

い
た
下
位
者

の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ

ョ
ン
が
活
性
化

し
、

そ
の
た
め
に
ま
す

ま

す
平
等
化
が
進
行
す

る
。
逆

に
、
規
範

の
緩

み
か
け
た
社
会
は
、
自
己
防
衛

の
た

め

に
、
よ
り
苛
酷
な
異
端
審

問
を

必
要
と
す

る
と
言

え
る
。
事
実
、
魔
女
告
発
は
、

「
暗
黒

の
中
世
」

に
よ
り

も
、
中
世
末
期

に
、
す

な
わ
ち

カ
ソ
リ
シ
ズ

ム
と

い
う

一
元
的

な
キ
リ

ス
ト
教
支

配
が
動
揺
し
は
じ
め
、

か
と
言

っ
て
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ

イ
ズ

ム
と

い
う
新
し

い
規
範

も
形
成
途
上

に
あ
る
と

い
う
時
期
に
、
も

っ
と
も
活

性
化
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
範

の
交
替

の
様
相
を
図
示
す
れ
ば
、
図
5

の
よ
う

に
な
ろ
う
。

同
様

に
、
新

し
い
規
範
が
確
立
期
に
あ
り

な
が
ら

も

ま

だ

不
安
定
な
時
期
に

も
、
別

の
形

の
異
端
狩
り
が
厳
し
く
な
る
。

フ
ー

コ
ー
が
指
摘

し
て

い

る

よ

う

に
、

近
代
社
会

の
形
成
期

に
精
神
病
棟
が
確
立
し
、
身
体
障
害
者
、
浮
浪
者
、
犯

罪
者

、
売
春
婦
、
精
神
病
者
が
共

に
収
容
さ
れ
た

こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
人

々
が
産

業

社
会
と
い
う
新

し
い
規
範

に
な
じ
ま
な
」か

っ
た
故
で
あ
り
、
社
会

は
こ
れ
ら

の

人

々
を
隔
離

す
る
こ
と
で
、
社
会

の
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
を
行
な

っ
た
と
言
え
る
(47
)
。

現
在

で
も
施
設
収
容

と
隔
離

の
対
象
と
な
る

の
は
、
精
神
病
者
、
犯
罪
者
、
心
身

障
害
者
、
老
人

に
お
よ
び
、

こ
れ
ら

の
人

々
の
共
通
点
は
、

競
争
社
会

の

意

図

的

・
無
意
図
的
非
参
与
者
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ

る
。
他
方
、
競
争
社
会
を
ネ

ガ

テ
ィ
ヴ
な
形

で
支
え

て
い
る
企
業
犯
罪
者

や
政
治
犯
罪
者
は
、
公
然
と
成
功
者

と
し
て
通

っ
て
い
る
。

3

他
者

へ
の
攻
撃

一
元
的
な
規
範

の
崩
壊

が
進
行
す
る
と
、
集
団

の
支
持
を
あ

ぐ

っ
て
、
複
数

の

規
範

の
聞
で

コ
ン
ペ
テ
ィ
シ

ョ
ン
が
起
き
る

こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
魔
女
告
発

の

場
合
で
も
、
告
発
者

と
魔
女

の
論
争

の
中

で
告
発
者
が
敗
れ
る

こ
と
も
あ
る
し
、

そ

の
と
き

に
は
魔
女
告

発
は
対
等
な
両
当
事
者
間

の
単
な
る
葛

藤
に
す
ぎ
な
く
な

っ
て
い
届
。
葛

藤
を
競

争
と
い
う
形

に
ル
ー
ル
化
し
た
社
会

で
は
、
攻
撃
性

は
、

当

の
競
争
相
手

ほ
く
a
一
に
向
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
競
争
が
全

く
内

面
的
に
正
統
化

さ
れ
、
価
値
が
完
全
に
多
元
的
な
社

会

は
、

ユ
ー
ト
ピ

ア
で
し
か
な
い
。

現
実

の
社
会
は
、

そ
れ
を
め
ざ
し

つ
つ
、
正

統
化

さ
れ

な
い
順
位

の
ス
ト
レ
ス
を
抱

え
こ
ん
で
い
る
。
民
主
主
義
と

い
う
多
元

図 5

45



社
会
が
内
在
す
る
矛
盾
は
、
平
等
者

の
社
会

で
支
配

(
順
位
)

の
正
統
性
を

い
か

に
保
証
す
る
か
と

い
う

こ
と
で
あ
り
、
ト

ッ
ク
ヴ

ィ
ル
は

一
世
紀
以
上
も
前

に
、

大
衆

の

ル
サ

ン
チ

マ
ン
の
増

大
と
い
う
民
主

主
義

の
運
命
的
矛
盾
を
予
言
し
た
。

ま
す

ま
す
増

大
す
る

マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
の
平
等

要
求

の
前

に
、

ベ
ル
の
メ
リ
ト
ク
ラ

シ
ー
の
よ
う

な
楽
観
的

な
予
定
調
和
説

は
、
霞
ん

で
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
正
統

化
さ
れ

な
い
順
位

の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ

ョ
ン
を
抱
え

こ
ん
だ
下
位
者

は
、

ル
サ

ン

チ

マ
ン
の
発
現
と
し

て
、
陰
然
と

(
犯
罪
者
)
、
ま
た
は
公
然
と

(
反
抗
者
、
革
命

家

)
、

ル
ー

ル
破
り
を
企

て
る
。
所
を
得
な

い

(
と
自
覚
す
る
)
人
材

が
、
反
体
制

エ
リ
ー
ト
に
な

っ
て

い
く

の
も
こ
の
事
情
か
ら
で
あ
り
、
社
会

は
、

こ
れ
ら

の
人

々
の

ル
サ

ン
チ

マ
ン
を
融
和
す
る
か
、
そ
れ
と
も

逸
脱
者
と
し

て
統
制
す
る
か
し

て
、
順
位

の
正
統
性
を
防
衛
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

そ
の
上
、

現
代
社
会

は
、
魔
女
狩
り
か

ら
も
自
由

で
は
な

い
。
今
日

の
魔
女
告

発
は
、
個
人

に
対
す

る
も

の
よ
り
も
、
カ

テ
ゴ
リ
ー

(
人
種
、
学

歴
、
職
業
、
信

条
等
)

に
対
す
る
も

の
と
し

て
、
発
現
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
相
対
的

に
下

位
」
者

の
ル
サ
ン
チ

マ
ン
を
な
だ
め
る
た
め

に
、
そ
れ
よ
り
も

さ
ら

に
下
位

の
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
、
犠
牲
山
羊
と
し
て
異
常
性
を
担
わ
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
競
争
原
理

の
強
化

の
た
め
に
、
競

争
社
会

の
落
伍
者
た
ち

(
暴
走
族
)
と
無
能

力

者

た

ち

(
心
身
障
害
者
)

へ
の
組
織

的
な
差

別
が
、
積
極
的

に
利
用
さ
れ
か
ね
な

い
で
あ

ろ
う
。
障
害

児
を
指

さ
し
て

「
健
常
児
」

の
母
親
が
言
う
科
白
、

「
あ
ん
な
ふ
う

に
な
り
た
く
な
か

っ
た
ら
、
勉
強

し
な
さ

い
」
は
、
競
争
社
会

の
差

別
構
造

を
、

端
的

に
表
現
し

て
い
る
。

六

結

論

異

常

の
応

用

科
学

へ
向

け

て

こ
の
よ
う

に
し
て

「
自

己
か
ら

(
身
代
わ
り

の
他
者
を
経

て
)
他
者
ま
で
」
の

攻

撃

の

タ

ー
ゲ

ッ
ト

の

ス

ペ
ク

ト

ラ

ム
は

、
社

会

の

統

合

度

の

ス

ペ
ク

ト
ラ

ム

ー

リ
ジ

ッ
ド
か

つ

一
元
的

で
、
無

限
定
な
対

面
関
係

の
あ
る
小
規
模
な
閉
鎖
社

会
か
ら
、

ル
ー

ス
で
多
元
的
、
限
定
的
な

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
持

つ
大
規
模

な
開
放
社
会
に
至
る
ま
で
ー

に
対
応

し
て
い
る
。
現
実

の
社
会
は
、
そ
れ
が
創

出
す
る
異
常

の
類
型
に
応

じ
て
、

こ
の
ス
ペ
ク

ト
ラ
ム
上

の
い
ず
れ
か

の
地
点

に

分
布
し
て
い
る
と
考

え
ら

れ
る
。

異
常

を
介

し
て
私
た
ち
が
到
達
す
る

の
は
、
個
人

の
集
団

へ
の
再
適
応
ば
か
り

で
な
く
、
集
団
自
身

の
再
組
織
化
を
通
じ
た
再
適
応
で
も
あ
り
う

る
。
異
常

の
通

文
化
的
分
析

に
よ

っ
て
、
集
団

の
自
己
防
衛
が
暴
力

的

・
抑
圧
的
な
形
態
を
と
る

こ
と
を
避
け
る
処
方
箋
を
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、

こ
の
種

の

一
般
理
論
は

社
会

工
学
的
に
も
意
味
が
あ
る
と
言

え
よ
う
。

た
だ
し
、

以
上

の
類
型

に
該
当
す
る
(
前
節

で
挙
げ
た
)
典
型
例
は
、
帰
納
的

・

経
験
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、
理
論
的

・
網
羅
的
な
も

の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら

は
、

文
化

人
類
学

や
文
化
精
神
医
学

の
多
様
な
成
果

の
中
か
ら
、
対
象
と
方
法

の

一
貫

性
を
求

め
る
た
め

に
、
私
が
多
少
と
も

ア
ド

・
ホ

ッ
ク
に
選
ん
だ
も

の
で
あ
る
。

理
論
的
な
枠
組
を
経
験
的
な
対
象

に
結
び

つ
け
る
た
め
に
は
、
ま
だ
多
く

の
困
難

な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
自
殺

は

一
元
社
会

に
固
有
な
現

象

で

は

な

く
、
多
元
社
会
の
中

の
自
殺

は
ど
う
解
す

れ
ば
よ

い
か
と

い
う
問
題
が
あ
る
。
犯

罪
者
や
革
命
家

も
、
多
元
社
会

に
な

っ
て
は
じ
め

て
現
わ
れ
た
訳

で
は
な
い
。

い

ず
れ
に
せ
よ
、

こ
の
種

の

一
般
化

の
試
み
は
ま
だ
緒
に

つ
い
た
ば
か
り

で
あ
り
、

個
々
の
民
俗
誌

象
ぎ

o
σQ
鑓
p
プ

や
病

跡
誌

p
舞
}冒()αq
円a
p
げ

の
中

で
、

こ
れ
か
ら

も
多
く

の
知
見
が
積
み
重
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

異
常

の

一
般
理
論
が
完
成
し
た
な
ら
ば
、

そ
の
時

に
は
、
異
常

の
類
型
を
イ

ン

デ

ッ
ク

ス
と
し
て
、
逆

に
集
団

の
類
型
を
推
論
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
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だ
ろ
う
。

現
在

の
段
階

で
も
、
い
く

つ
か
の
応
用
問
題
を
解

い
て
み
る
こ
と

は
で

き

る
。

例

え
ば
、
今
年

の
二
月

一
日
付
朝

日
新
聞

(
大
阪
版
)
は
、
,三
重
県
熊

野
市

で

起

き
た
40
代
男
性
に
よ
る
猟
銃
無
差
別
乱
射
事
件
を
報
道
し

て
い
た
が
、
こ
の
例

ば
血
縁

紐
帯

の
強

い
閉
鎖
社
会

で
、
山
林
労
働

に
よ

る
白
蝋
病

の
た
め
、
家

長
責

任

を
果
た
す

こ
と

の
で
き
な
く
な

っ
た
犯
人

の
、
逃
避
=

攻
撃
衝
動

の
表
わ
れ
と

解

す
る

こ
と
が

で
き
る
。
殺
害

の
対
象

が
主

に
犯
人

の
家
族

や
親
族

で
あ
る

こ
と

か
ら
も
、
彼
が
血
縁
紐
帯

の
中

の
役
割
期
待

に
、
ど

ん
な
重
圧
を
感
じ

て
い
た
か

が
推
察
さ
れ
る
(48
)。

ま
た
、
学
童
自
殺
を
生
む
背

景
は
、
現
代

の
学
校

が
、
家

庭
や
地
域
も
ま
き

こ

ん
だ
き
わ
め

て

一
元
的
な
価
値

に
支

配
さ

れ

た

(「
百
姓

の
忰

が
勉
強

で
き
な
く

て
も

い
い
」
と
は
、
今

日
の
親

は
誰

も
言

わ
な
い
)

小
規
模

な
閉
鎖
社
会

で
あ
る

こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会

で
葛
藤

を
回
避
す
る
道

は
、
転
校
と

い
う
形

に
よ

る
物
理
的

回
避
以
外
に
は
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
企
業
犯
罪

に
対

し
て
、
わ
が
国
で
は
内
部

告
発
者
と

い
う
逸
脱
者
を
生
む

か
わ
り

に
自
殺
者

が
出

る

こ
と
は
、
わ
が
国
の
企

業

の
特
異
な
体
質
ー

終
身
雇

用
制

に
見
ら

れ
る
メ

ン
バ
ー
シ

ッ
プ

の
閉
鎖
性
、
無
限
定
な
包
括
性
を
持

っ
た
対

面
的
な
人
間
関
係
、
能

力
よ
り
も
企
業

へ
の
ロ
イ
ヤ
リ

テ
ィ
を
重
視
す
る
企
業
内

の
価
値

の

一
元
性
、

等
-

を
物
語

っ
て

い
る
。

異
常

の
治
療

は
、

社
会

の
治
療
過
程

で
も
み
り
う
る
。
精
神
医
学
者

た
ち

が
、

異
常

の
社
会

的
な
あ
り
よ
う
に
関
心
を
増
大
さ
せ

て
い
る
今

日

(49
)、

社
会
学

の

側
か

ら
こ
れ
に
応

え
る
道

は
、

一
貫
性

の
あ
る
異
常

の
分
析
枠
組
を
提
示
す

る
こ

と

で
あ

ろ
う

。

(
1
)
 
「文
化
精
神
医
学
」

は
、
爲
aづ
。。。巳
ε
N巴

P
ω矯
。
ぼ
aけ蔓

の
訳
語

で
、

一
九
六
〇

年

に
、

ウ
ィ

ッ
ト

コ
ー

ワ
ー
が
創
始

し
た
。
わ
が
国

に
は
、

バ
ー
ト
ン
=
ブ

ラ
ッ
ド

レ

イ
を
介
し

て
荻
野
恒

一
が
紹
介
し
た

(
荻
野

『文
化
精
神
医
学
入
門
』
星
和
書
店
、

一

九

七
六
年
)
。
訳
語
に
は
、
他

に
超
精
神
医
学
、

比
較
精
神
医
学

が
あ
る
が
、

こ
こ
で

は
荻
野
に
従

っ
て
文
化
精
神
医
学
を
採
用
す
る
。

(
2
)

8
&

。
δ

<
℃
↓
●
卸

2

。
§

"

○

二

望

a

§

a
冨

窪

。
箆

。
p
①
岳

ρ
器

山
①
。・

ωo
凶Φ
⇔
8
ω
山
q

一a
ロ
αQ
q
a
σq
ρ

国
象
け一〇
ロ
。・
傷
ρ

ω
①
巳
押

滝

田
文
彦
他
訳

『言
語
理
論
小

辞
典
』
朝

日
出
版
社

、
一
九
七
五
年

、

一
八
三
頁
。
ζ

a目怠
⇒
①絆

》
・
①
締

堕
U
a
甥
づ
σQ
〒

韓

帥ρ
q
①
"
(}⊆
凱
①

巴
p
ゲ
aび
伽江
ρ
¢
①
"
国
岳
怠
o
昌

∪
①
詳
o
αr

一Φ①
曾

三
宅
徳
嘉
監
訳

『
言
語
学

事
典

』
大
修
館
書
店
、

一
九
七

二
年
、
三
三
八
-

三
四
〇
頁
。

(
3
)
 
私
は
あ
る
精
神
科

医
が
、

「私
た
ち
、
患
者
さ
ん
で
な
い
人
間

は
…
…
」
と

発

言

す
る

の
を
開

い
た
が
、
こ
の
表
現

は
示
唆
的

で
あ
る
。

一
九
八
〇
年
五
月
二
五
日
、
京

大
会
館
、
日
本
女
性
学
研
究
会

で
の
阪
本
良
男
氏

の
発
言
。

(
4
)

ζ

・
∪
。
信
σq
寓

℃
p
巨

な

a
昌
傷

u
a
昌
σq
2
1

諺

旨

b

巨

量

。・
。
{

8

づ
8

冨

O
{
p
O
一一信
鼠
O
郎

鋤P
傷
↓
a
ぴ
O
P

口
O
信
け一①幽
σq
O
節

㎞(
O
σq
a嵩

℃
a
¢
一》

一㊤①
P

塚
本
利

明
訳

『汚
穢

と
禁
忌
』
思
潮
社
、

一
九
七

二
年
参
照
。

(
5
)
 
ダ
グ

ラ
ス
は
、
構

造

(ピ
ひく
竿
ω
嘗
a器

。。)
や

パ
ラ
ダ
イ

ム

(
国
質
ゲ
p
)
、

世
界
観

(
○
①霞
9
)

に
あ

た
る
も

の
を
、
分
類
体
系
と
呼
ん
で
い
る
。

(
6
)
 
大
村
英
昭
は
、

「非
日
常
力
能
」
を
付
与
さ
れ

た
特
定

の
人
物
が
、
プ
ラ

ス
の
サ

ン
ク
シ

ョ
ン
を
受
け
れ
ば
カ
リ

ス
マ
に
、

マ
イ
ナ
ス
の
サ
ン
ク
シ

ョ
ン
を
受
け
れ
ば

ス

テ
ィ
グ

マ
に
な
る

こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

「カ
リ

ス
マ
と

ス
テ

ィ
グ

マ
」
『
現
代
社

会

学
』

一
二
、
六
ー

二
、

一
九
七
九
年
、
講
談
社

、

一
一
七
ー

一
四
四
頁
。
異
常
と
逸
脱

は
重
な
り
合
う
概
念

で
あ
る
が
、
逸
脱
と
い
う
用
語
に
は
そ
の
領
域

の
研
究

の
蓄
積
が

あ
る
の
で
、
本
稿

で
は
用

い
な

い
。
逸
脱
と
異
常

の
概
念

の
異
同

に

つ
い
て
は
、
逸
脱

理
論
家

の
教

え
を
乞

い
た

い
。

(
7
)

円
賛

P
O
♪

菊
一ε
巴

P
δ

8
ω。D
噂
》
箆
ヨ
⑦
P
自
び
一凶珍
冒
σq
O
O
ヨ
p
aロ
ざ

一㊤①
P

富
倉
光
雄
訳

『儀
礼

の
過
程
』
(思
索
社

、
一
九

七
六
年

)
に
は

ω叶a
ε
ω
q
P
げ
①
a
<
巴

や

囲o
一①
器
く
震
ω巴

の
儀
礼

の
例
が
詳
し

い
。

(
8
)
 
部
落
民

の
反
意
語
は
、
平
民
で
な
く
天
皇

で
あ
り
、

と
い
う

よ
り
も
、
部
落
差
別

47



と
天
皇
制

は
、

一
組

の
も

の
と
し

て
平
民

に
対
立
す
る
両
義
的
な
二
項

だ
と
す

る
、
部

落
差
別

に
関
す

る
最
近

の

「記
号
論
的
」
(
と
呼

ん
で
よ
け
れ
ば
)分
析

は
興
味
深

い
。

(
9
)
 
ウ

ェ
ー

バ
ー
、
内
田
芳
明
訳

『古
代

ユ
ダ
ヤ
教
』
I
、
I
I、

み
す
ず
書
房
、

一
九

六

二
年
。

(
10
)
 
オ
カ

ル
ト
映
画

「サ

ス
ペ
リ

ア
」
や

「オ
ー
メ
ン
」

で
は
、
主
人
公

は
女
や
子
ど

も

で
あ
り
、
ま
た
民
族
誌
の
中

で
は
、
魔
女
は
、
し
ば

し
ば
、
女

の
老
人
=

老
婆

の
姿

で
描
か
れ
る
。

(
11
)

ud
霞
8
〒

bU
邑

ξ

あ

§

①
》
σq
①
○
量

。・
"
》

P
馨

ぎ

三

。
9

p
邑

ωa
ご

く
a5
山
興
び
津

⊂
三
く
①
邑

な

P
同①
ωωu

一
零
押

荻
野
恒

一
訳

『
石
器
時
代

の
危
機
』
星

和
書
店
、

一
九
七
九
年

、

一
七

一
ー
二
頁

。

(
12
)

ζ

a
ぎ

。
壽

5

≧

σq
8

a
葺
。・
。
h
ま
Φ
芝

。
ωけ①唇

P
a。
三
Ω

》
昌

》
8
8

葺

。
h
2
a晋

①

守

§

9

ω①

碧

ユ

と

く
①
暑

N2

・
昏

①

≧

。窪
p
爵

σ・
。
①
。・
。
h

]≦
①
一a昌
①
。。幽a
昌

Z
Φ
零

Ω
三
昌
①a

噂
○
①
o
同σq
①
カ
0
9
一①鎚
σq
①
俸

ω
o
コ
P

お
躇
.

寺

田

和
夫

・
増

田
義
郎
訳

「西
太
平
洋

の
遠
洋
航
海
者
」
世
界

の
名
著
五
九

『
マ
リ
ノ

フ
ス

キ

ー

・
レ
ヴ

ィ
=
ス
ト

ロ
ー

ス
』
中
央
公
論
社
、

一
九
六
七
年
。

(
13
)
 
バ
ー
ト
ン

ロ
ブ

ラ

ッ
ド

レ
イ
、
前
掲
書
、

一
八
二
ー
三
頁
。

(
14
)
 
ゴ

フ

マ
ン
は
、

ス
テ
ィ
グ

マ
を
持

っ
た
人
物
が

「
ら
し
く
」
振
舞

わ

な

い

こ

と

で
、
正
常
者

の
反
応
図
式

が
混
乱

に
陥

る

さ

ま

を
、
生
き
生
き
と
記
述

し
て
い
る
。

○
・
{
3

a
P

望

σ・
暴

"
Z
。
塞

。
旨

爵
①
ζ
き

a
σ・
窪

①葺

。
h
ω
P
。
出
Φ
山

H牙

〒

葺

ざ

P
H
。暮

凶8
-国
a一一》

一㊤
①。。
,
石
黒
毅
訳

『
ス
テ

ィ
グ

マ
の
社
会
学
』
せ
り
か
書

房
、

一
九
七
三
年
。

(
15
)
 
大
村
と
宝
月
は
、

パ
ー

ソ
ン
ズ

の
機
能
要
件

を
援
用
し
て
、
逸
脱

の
行
き
届

い
た

類

型
化
を
提
示
し

て
お
り
、
そ

の
試
み
は
、
異
常

の
分
類

に
も
参
考

に
な
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
彼
ら

の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
逸
脱
の
諸
次

元
が

「分
化
し

て
き
た

の
は
最

近

の
話
」
で
あ

っ
て
、
そ
れ
と
て
も
完
全
と
億
言

え
な
い
。
大
村
英
昭

・
宝
月
誠

『
逸

脱

の
社
会
学

』
新

曜
社

、

一
九
七
九
年
、
五
〇
ー

五
三
頁
。

(
16
)
 
ピ
グ

ミ
ー
の
フ
ラ

ッ
ク
ス
に

つ
い
て
は
、

↓
ξ

づ
げ
¢
戸

O
」≦

二

日
ず
o
Hヨ
p
o
民-

酷
a
昌
。
①

。
h

国

舞

宣

↓
ぎ

=

毒

音

αq

ω
。
。
剛①
ユ
①
ω
》
ぎ

目
①
①
俸

u
①

<
§

①
山
ω
二

]≦

a
昌

沖

①

口
¢
葺

①
お

〉

己

ぎ
⑦

P
=
げ
一
δ
眠

ロ
σq

O
o
ヨ

a
昌
ざ

一
㊤
①
。。
り
を
参

照
。

他

に

周
中

二
郎

『
ブ

ッ
シ

ュ
マ
ン
』
思
索
社

、

一
九
七

一
年
。
田
中

は
ブ

ッ
シ

ュ
マ
ン
の
居

住
集
団
を
、

バ
ン
ド
と
さ
え
呼
ば
ず
に
、
単

に
キ
ャ
ン
プ
と
呼

ん
で
い
る
。

(
17
)

U
。
&

a
。・u
ζ

`

Z
a
ε
邑

ω
旨

げ
。
互

穿

p
す

aま

冨

ぎ

O
。
ω§

冨

ざ

く
巨

a
σq
①
しd
。
。
冨

諺

∪
ぎ

臨
。
コ

・
州
男
a民

§

H貞2

ωρ

§

。。鳩
9

a
p
.
倉

Ω
ユ
鎚

a
昌
山

○
村2

p

参
照
。
部
族
社
会

の
中

に
は
、
魔
女
信
仰
そ
の
も
の
を
欠

い
た

も

の
や
、
あ

っ
て
も
告

発
と
し
て
活
性
化
し

な
い
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。

(
18
)

ゆ
①
=
ヒ

こ
昌

①
O
§

凶コ
σ・
。
屯

。
。・
工

昌
含

。・
三

a
房

。
9

な

"
しd
a
ω
剛。
じd
。
。
冨

§

・。
・
諺

P
P
①
&

貰

O
&

a

。。
"
寓

①
昏

。
§

2

a
民

国
ρ
琶

淳
《
讐
P
p
・
お

。・
よ

親

参
照
。

(
19
)
 
霊
長
類

の
場
合

で
は
、

ナ
ワ
バ
リ
型
が

オ
ラ
ン
ウ
ー
タ

ン

(
ペ
ア
型
)
や
ゴ

リ
ラ

(単
雄
群
)
、
順
位

型
が

ニ
ホ
ン
ザ

ル

(
ム
レ
型
)

で
、
後
者
が
作
り
上
げ
て
い
る
ふ
く

ざ

つ
な
社
会
組
織

は
、
世
界
的

に
有
名

で

あ

る
。

伊

谷
純

一
郎

「霊
長
類

の
社
会
構

造
」
生
態
学
講
座

二
〇
、
共
立
出
版
、

一
九
七

二
年
。

(
20
)

U
O
q
σq
】aω
℃
凶げ
こ
二

P
●
Q◎餅

(
21
)
 
社
会
統
制

が
ゼ

ロ
・
ポ
イ

ン
ト
で
、
分
類
体
系
が
完
全
に
個
人
化
し

た
の
が
、
狂

気
で
あ
る
。

(
22
)
 
転
位
や
儀
礼
化

に
つ
い

て
は
、
↓
冒
び
霞
σq
窪

嘘

ω
o
。一巴

しd
①ゲ
a
<
一〇
N
凶⇔

諺
昌
竿

目
a『

]≦
卑
ゲ
β
o昌

俸

O
o

●
い
氏
こ

一㊤
器
u

日
高
敏
隆
他
訳

「動
物

の
こ
と
ば
」
み

す
ず
書
房
、
一
九

五
五
年
参
照

。
自

己
防
衛
と
し

て
の
攻
撃
性

に

つ
い
て
は
、
い
o
器

昌
N
,

内

・

U
a
ω

ω
。
σQ
窪

a
づ
幕

しd
α
ω
ρ

U
さ

○
』

。
§

ゲ
a
あ

。
ぎ

①
す

く
霞

一a
αq
』

㊤
①
。。
,

旦
口同
敏
隆

・
久
保
和
彦
訳

「攻

撃
I
、
I
I」

み
す
ず
書
房
、

一
九
七
〇
年
参
照
。

(
23
)

∪
2

σq
奮

鳩
ζ

二

目
年

蔓

団
①
a同。。

≧

毎

妻

凶け畠

。鼠

計

9

a
。蕾

a&

ζ
a
σq
貫

言

U
。
邑

a
…

山
二

妻

幽§

§

{け
O
。
課

①ω。・
凶9

ω
a
昌
島

》
8
・
。・aま

β

}

ω
・》
・
と

8

。
σ・
目a
p
ゲ

P

8
a
<
凶ω§

犀

P
琶

冨

ま

β

お
日ρ

H昌

。
含

。ぎ

P

p
P

●
×
×
<
一ー

×
区
≦

一
・

(
24
)

ζ

a
ド

い
こ

ヨ

酵

§

費

妻

。
ま

d
三
く
。
邑

な

ご

ぴ
霞

団
》
冒
8

山
β

1
9
6
9
,
馬

淵
東

一
・
喜
多
村

正
訳

「妖
術
」
平
凡
社
、

一
九
七
〇
年

。

(
25
)
 
市
井

三
郎

の
キ
イ

・
パ
ー

ス
ン
論

(
「近
代
化

と
価
値

の

問

題
」
鶴

見
和
子

・
市

井
三
郎
編

『思
想

の
冒
険
』
筑
摩
書
房
、

一
九
七
四
年
所

収
)、
近
著

で
は
瀬
岡
誠
「企

48



業

者
史
学

序
説
」
(実
教
出
版

、

一
九

八
〇
年
)

が
イ
ノ
ベ
ー
タ
ー
と
し

て
企

業

者
を

扱

っ
て
い
る
。

(
26
)
 
ニ
ユ
ー
ギ

ニ
ア
は
、

「言
語
を
異

に
す
る
七
〇
〇
以
上
の
文
化
的
言

語
的
グ

ル
ー

プ
」
に
分
か
れ
、
「方
言

の
数

を
含

ま
ず

に
世
界

の
言
語

の
約

四
分

の

一
の
言
語

を

持

っ
て
い
る
。」
B
u
r
t
o
n
-
B
r
a
d
l
e
y
,

前
掲
訳
書
、
四
頁
。

(
27
)
 
荻
野
、
前
掲
書
、

一
八
七
ー
八
頁
。

(
28
)
 
恥

の
反
応
が
、
当
人
が
内
面
化
し
て

い
る
集
団

の
規
範
に
関
わ
る
こ
と
は
、
彼

が

「
自
分
の
属
し
て
い
る
グ

ル
ー
プ
以
外

の
と

こ
ろ
で
の
同
じ
あ
や
ま
ち
に
対
し

て
は
恥

を
感
じ
る

こ
と
は
な

い
」

こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。
B
u
r
t
o
n
-
B
ra
d
l
e
y
,
前
掲

訳
書

、

一
七
五
頁

。

(
29
)
 

「強

い
血

縁
関
係
で
結
ば
れ
て

い
る

マ
レ
ー
シ
ア
の
社
会
構
造

と
、

そ
の
よ
う
な

社
会

で
生

き
て
い
く
た
め
に
負
わ
さ
れ
た
責
務
に
よ

っ
て
緊
張
を
検
い
ら

れ
、

そ
れ

が

強

め
ら
れ
て
い
く
と
い
う

こ
と
は
、

ア
モ
ク

の
頻
発
に
あ
き
ら
か
に
影
響

を
及

ぼ
し

て

い
る
。
血

縁
関

係
に
よ
る
義
務

の
重
圧
も
あ
ま
り
強
く
な
く
な
る
と
、
患
者

の
ア
モ
ク

は
終

る
。

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
在
住

の
マ
レ
ー
人
に
は

ア
モ
ク
は

一
例
も
報
告

さ

れ

て

い

な

い
。」
ぐ
『
巳
中
①〒

P
a
#
ゲ
ρ

》
目
O
パ
憶
]≦
巴

9

0
①
昌
⑦
①ω犀
ご

㊤。。
。。1
Φ。。㊤
噂
1
0ら。
ω
.

bd
信
誹
o
〒

しd
H
a
亀
①
蜜

に
よ
る
引
用
。
前
掲
書
、
七
七
頁
。

(
30
)
 
「(
カ
ー
ゴ

ー

・
カ

ル
ト
は
)
技
術
文
明

の
お
く
れ
た
社
会
が
、
よ
り
発
達
し

た
社

会

と
関

わ
り
を
持

つ
と
き
に
、

ど

こ
に
於

い
て
も
見
ら
れ
る
適
応
儀
式

活
動
」

(じd
自
7

8
〒

bd
同
a臼
①
ざ

前

掲
訳
書
、

一
一
頁
)
で
あ
り
、

「
カ
ー
ゴ
ー
不
安

は
、

メ
ラ
ネ
シ

ア
に
お
け
る
多
く
の
病
的
不
安

の
本
質
的
な
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
発
展

に
向

か
う
力

と
現
状

を
維
持
し
よ
う
と
す
る
力
と

の
、
ふ
た

つ
の
力

の
不
均
衡

に
よ

っ
て
起

こ

っ
て

く

る
。」
(
同
上
、
二
〇
頁
)

(
31
)
 
同
上
、
三
三
頁
。

(
32
)
 
フ
ァ
ミ
リ

ィ

・
ス
タ
デ

ィ
に
つ
い
て
は
、
笠
原
嘉

「精
神
科
医
の
ノ
ー
ト
」

み
す

ず
書

房
、

一
九
七
六
年
参
照
。

(
33
)
 
レ
イ

ン
は
、
ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
の
保
証
を
、重
要
な
他
者

ω
一σq目
聾
6
a
葺

○
爵
霞

で
あ
る
母
親
か
ら

つ
ね

に
否
認
さ
れ
た
り
、
つ
き
崩

さ
れ

た
り
す

る
た
め

に
、
ア
イ
デ
ン

テ

ィ
テ

ィ
の
解

体
に
陥

っ
た
少
女

の
例
を
報
告
し
て
い
る
。

ピ
aぎ
αq
俸

国
ω8
屋
o
P

ω
a
三
けざ

ζ

a餌
づ
①oDω
a
昌
自

けず
①

団
a
日
一一矯
…

国
ab
比
-一①oo

O
{

ω
O
ぽ
NO
p
ゴ
N①
巳
O
ω鴇

↓
a
鼠
ω8
0
犀

P
¢
匡
8
①臨
o
旨
ω噛

1㊤①倉

笠
原
嘉

・
辻
和
子
訳

「狂
気
と
家
族
」
み
す

ず
書
房
、

一
九
七

二
年
。

「娘

・
私
は
き

っ
と
極
端
に
感
じ
や
す
か

っ
た
の
ね
。

母

・

そ
ん
な
こ
と
、
考
え
な
い
よ
う
に
な
さ
い
な
。」

(
一
一
三
頁
)
「娘

・
私
は
お
母
さ
ん

が
支
配
的

な
性
格
だ

っ
て
言

っ
て
い
る
の
よ
。
母

・
私

た
ち
は
、
お
互

い
に
い
つ
も
し

っ
く
り

い

っ
て
い
た
わ
。」
(
一
一
三
頁

)、
「娘

・
私

が
お
母

さ
ん
に
あ
ま
り
愛
情
を
持

っ
た
こ
と

が
な

い
と

い
う

こ
と
よ
。
母

・
持

っ
た
こ
と

が
な

い
?

(
中
略
)
あ
れ
は
み

な
愛
情

の
し

る
し
じ

ゃ
な
く

て
?
」
(
一
二
四
頁
)
。

(34
)
 
同

上
、

一
二
二
頁
。

(
35
)
 
木
村
敏

「プ

レ
コ
ッ
ク

ス
ゲ

フ

ユ
ー

ル
に
関
す

る
自
覚
論
的
考
察
」
精
神
医
学
、

一
九

七
七
年

二
月
号
、
医
学
書
院
刊
。
宮
本

忠
雄
編

「精
神
分
裂
病
」
現
代

の
エ
ス
プ

リ

一
五
〇
号
、

一
九
八
〇
年

一
月
、
至
文
堂
、

一
三
八
-

一
四
六
頁

に
再
録
。

(
36
)

しd
霞

8
守
しd
Na
亀
①
ど

前
掲
訳
書
、

一
七
三
頁

。

(37
)
 
荻
野
、
前
掲
書
、
八
八
頁
。

(
38
)
 
ニ
ュ
ー
ギ

ニ
ア
低
地
人
の
三
〇
代
男
子

分
裂
症
患
者

は
、

「
ト
ラ
ン
シ
ー

バ
ー
を

使

っ
て
ア
メ
リ
カ
の
ジ

ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
と
交
信
し

て
い
る
」

(じd
霞

↓o
〒
じd
目
a
亀
①
ざ

前
掲

訳
書
、

二
五
頁
)
と

い
う
誇
大
妄
想
を
示
し
、
ま
た
沖
縄

の
四

一
歳
男
子

の
妄
想

患
者

は
、
自
分
は
琉
球
王

に
変
身
し
、
琉
球

王
は
天

照
大
神

の
三
男

の
子
孫

で
あ
る
か

ら
そ
の
長
男

の
子
孫

で
あ
る
天
皇
と
同
等
に
な
る

こ
と
、
ア
メ
リ
カ
財
務
官
か
ら
そ

の

う
ち
二
億

円
も
ら
う

こ
と
な
ど
を

語

る

(荻
野

・
前
掲
書
、

一
三
〇
ー

一
三
三
頁
)
。

荻
野
は
ま
た
、
文
化
接
触

に
よ
る
分
裂
症
発
症
の
例

を
、
日
本
国
内

の
辺
地

(
奥
能
登

の
出
稼
ぎ
者

、
三
河
湾

の
離
島
)
で
立
証
し
て
い
る
。

(
39
)
 
境

界
人
m
a
r
g
i
n
a
l
 
m
a
n

は
、
逆

に
自
殺

の
危
機
を
回
避
す
る

こ
と

が

で

き

る
。
バ
ー
ト
ン
=
ブ

ラ
ッ
ド

レ
イ
は
、
パ
プ
ア

ニ

ュ
ー
ギ

ニ
ア
の
混
種
族

(文
化
的
混

血
者
)

に
は
自
殺
者

が
稀

で
あ
る

こ
と
を
説
明
し
て
、

「自

殺
を
行
な
う
最
終
決
断
を

差

し
押

さ
え
る
も

の
と
し

て
、
基
本
的
に
ア

ン
ビ
ヴ

ァ
レ
ン
ト
な
構
造
を
持

つ
人
格
が

重
要
で
あ
る
ら
し

い
。
」
(前
掲
訳
書
、
六
八
頁

)
と
指
摘

し
て
い
る
。

(
40
)
 
宮
本
忠
雄

は
、

「分
裂
者

に
は
、
田
舎
の
伝
統
的
共
同
体

よ
り
も
都
会

の
ア
ノ
ニ
マ

ス
な
人
間
関
係

の
方

が
生
き
や
す

い
」
と
し
て

「
現
代

と
分
裂
病
と

の
深

い
親
和
性
」
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を
指
摘
し
て
い
る
。

宮
本
忠
雄
編
、

前
掲
書
、

概
説

「精
神
分
裂
病
と
現
代
」

一
七

頁

。

(
41
)
 
ウ
ィ
ッ
チ
ク
ラ
フ
ト
と

ソ
ー
サ
リ
イ
の
区
別
に

つ
い
て
は
、

国
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叩
P
葺
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"
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a
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σq
8

a
白
窪

σq

昏
①

>
Na
巳

ρ

Ω
a
器
巳

8

P
器
ω9

1
㊤
鵯
を
参
照
。

(
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)

涼

く
ア
ω
嘗
a
話
ω"
》
算
冨

。
p
。
δ
σq
ゆ①
ω
け歪
。
ε
邑

ρ

=
び
H
a
三
①
コ

。
P

P
㌣

ユ
9

1㊤頓
。。
,
荒
川
幾
男
他

訳

「構
造

人
類
学
」
み
す
ず
書
房
、

一
九
七
二
年

、
第
九
章

「呪
術
師

と
そ
の
呪
術
」
参
照
。

(
43

)

常

三

ω
"
-
・ζ

こ

〉

・
ω
§

。
ε

H
巴

》

p
p
お

a
。
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。

詔

ぎ

ぽ

N
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ω
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p
O
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h」U
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a
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O
O
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づ
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伍
>
b
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臨
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昌
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噂
》
●ω
●〉
「・
]≦
O
昌
O
αq
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p
ゲ

P
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一ω
8
0パ

P
¢
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一一〇a
酔一〇
昌
Q。噂
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刈ρ

P
p
.

N㊤
ω
1
ωO
O
.

(
44
)

一げ
凱
二

p
・
ω
O艀
●

(
45
)
 
浜
林

正
夫

「魔
女

の
社
会
史
」
未
来
社
、

一
九
七
八
年
。

「
魔
女

に
よ

っ
て
危
害

を
加
え
ら

れ
た
被
害
者

と
く
ら

べ
て
み
る
と
、
被
害
者
の
方
が

一
般

的
に
は
裕
福

な
階

層

に
ぞ
く
し

て
い
る
…
…
た
だ
し
、
裕
福

と
い

っ
て
も
(
一
般
的

に
貧
困
層

で
あ

っ
た
)

魔
女

よ
り
す

こ
し
上

と
い
う
程
度

に
す
ぎ
な

い
。」
(
一
〇
五
ー
六
頁

)。

(
46
)

H
①
三

P

前
掲
論
文
参
照
。

(
47
)

国
0
9
0a
二
計

」一≦
こ
ζ

a一a
侮
Φ
】β
①5
叶a
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簿

p
QD
y
Oゲ
0
10
σq
一ρ

P
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d
ゴ
ぞ
①目
1

。。津
a
騨
①
餌
①
男
Na
昌
o
ρ

1
㊤①
①讐

神
谷
美
恵
子
訳

「精
神
疾

患
と
心
理
学
」

み
す
ず
書

房
、

一
九
七
〇
年
。

(
48
)
 
一
九
八
〇
年

二
月

一
日
付
朝

日
新
聞
大
阪
版
朝

刊
、
同

日
付
夕
刊

の

記

事

に

よ

る
。

(
49
)
 
今
年
六
月
八
、
九
両

日
に
わ
た

っ
て
京
都
市
で
行

な
わ
れ
た
精
神
医
学
者
と
文
化

人
類
学
者

に
よ
る

「錯
乱
と
文
化
」
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
は
、
社
会

目
文
化
的
文

脈
で
の
症
例
研
究
を
扱

っ
た
、
興
味
深

い
も

の
で
あ

っ
た
。

(平
安
女
学
院
短
期
大
学
講
師
)

〈
訂

正
〉

▼
三

一
巻
二
号
竹
内
真

澄
氏
の
論
文

に
左

記
の
よ
う
な
誤
植
が
あ
り
ま
し
た
。
お
詫

び

し

て
訂
正

い
た
し
ま
す

(
八

一
頁

に
も
訂

正
を
掲
載

い
た
し
ま
し
た
)。

誤

正

三
頁
上
段

一
三
行

彫
琢
さ
れ

て
い
る
筆
者

彫
琢
さ
れ
て
い
る
と
み
る
筆
者

三
頁
上
段
六
行

一
九
七
七
年
。
第

一
部

一
九
七
七
年

、
第

一
部

五
頁
上
段

一
行

(
]≦
国
く
5

国
冒
Φ9
-
B
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●1.
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ω
・b。
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(
3
)
立
場

立
場

五
頁
下
段
二
〇
ー

二

一
行

本
源
的

に
も

本

源
的
に
も
ち

七
頁
上
段
八
行

の
で
あ

る
。
(
7
)。

の
で
あ
る
(
7
)
。

八
頁

下
段
七
ー

八
行

そ
れ
が
抽
象
的
な
公
民
」

そ
れ
が

「抽
象
的

な
公

民
」

八
頁
下
段

一
六
行

議
会
影
態

議
会
形
態

一
〇
頁
上
段

一
四
行

「普
遇
的
参
加
」
を
代

「
普
遍
的
参
加
」
と
代
議
制
原

議
制
原
理

理

一
一
頁
上
段
四
行

諸
国
人

諸
個

人

一
二
頁
上
段

一
行

レ
ー

ニ
ン
の
よ
う

レ
ー

ニ
ン
の
い
う

一
二
頁
上
段

一
行

正
し
く

生

々
し
く

一
二
頁
上
段

一
五
行

ゾ

チ
エ
ー
ト

ゾ

チ

エ
テ
ー
ト

一
二
頁
下
段
五
行

主
張
さ
れ
る
、

主

張
さ
れ
る
。

一
二
頁
下
段

一
三
行

市
民
と
社
会
の

市

民
社
会

と

一
二
頁
下
段

一
七
行

目
標

同

様

一
三
頁

上
段

七
ー
八
行

い
え
よ
ら

い
え
よ
う
。

一
四
頁
上
段

三
行

遷
元

還

元

一
四
頁
上
段
七
行

ゾ
チ

ェ
テ
ー
ト

ゾ

チ
エ
テ
ー
ト

一
四
頁
上
段

二
〇
ー

一
行

ゲ
ゼ

ル
シ

ャ
フ
ト
的
な

ゲ

ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
も
の
か

も
の
は

ら
は

一
四
頁
下
段

一
九
行

共
同
休

共
同
体

一
五
頁
上
段

一
四
行

マ
ル
ク

ス

「
マ
ル
ク

ス

一
五
頁
上
段
二
〇
行

公
人

「
公
人
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A Crosscultural Analysis of Abnormality

Chizuko Ueno

Heian Jogakuin Women's Junior College

From the studies of cultural anthropology and trans-cultural psychiatry, we 

reach the generalized difinition of abnormality  : it is what a society negatively 

sanctions among les signe marquees' which it situationally creates to define its 

boundary. A society releases its members' aggression by the defence mechanism to 

the targets including (1) others as rivals, (2) others as scapegoats and (3) the attacker 

himself, whom they regard abnormal. The society selecting the target of (1) type is 

the multiple society where the attacker must compete with the attacked for the 

majority, and where the normals and the abnormals are both reduced to rivals. In 

that of (2) type the social norm is becoming unstable and they accuse witches as 

scapegoats to project their anxiety. In that of (3) type the members internalizing 

unified social norm can not release their aggression to the others but to themselves. 

Another type of society avoiding social conflict is the flux society at a cost of low 

level of social integration. There is the spectrum of societies with a scale of social 

integration from the rigid, unified, small-scale and face-to-face society to the loose, 

multiple, large-scale and fragmental ones, and each actual soeiety is distributed in 

that spectrum. The types of society correspond to the types of abnormality. We can 

guess the group characteristics from the index of abnormals which it creates. 
In addtion we must make distinction to analyse abnormality (1) unit level 

(individual), (2) inter-unit level (interaction process) and (3) system level (soial 

system). By considering the types of abnormals and its levels we can get the gen-

eral theory of abnormality which enables a crosscultural analysis and which gives 

various studies theoretical consistency of their object and method.
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