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「
秩
序
」
と
し
て
の
紛
争
：
再
考

福　

井　

康　

太

は
じ
め
に

一　
「
秩
序
」
は
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
の
か

二　
「
秩
序
」
と
し
て
の
紛
争

三　
「
紛
争
解
決
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
か

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

本
稿
は
、
酒
匂
一
郎
教
授
の
退
職
記
念
に
捧
げ
る
小
論
で
あ
る
。
酒
匂
教
授
に
は
、
私
は
学
部
時
代
か
ら
お
世
話
に
な
り
、
大
学
院
で

研
究
指
導
を
受
け
、
そ
の
お
か
げ
で
博
士
号
を
取
得
し
、
職
を
得
る
こ
と
も
で
き
た
。
本
稿
は
そ
の
学
恩
に
報
い
る
べ
く
執
筆
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
本
稿
は
一
五
年
ほ
ど
前
に
一
度
ま
と
め
た
「
秩
序
と
し
て
の
紛
争
」
と
題
す
る
論
考
を
再
論
す
る
も
の
で
も
あ
る（

１
）。

私
は
、
大

学
院
時
代
以
来
、
紛
争
を
人
々
の
社
会
的
や
り
取
り
の
中
で
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
解
決
も
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
位

置
づ
け
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
意
識
を
も
っ
て
研
究
を
続
け
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
の
正
確
を
期
す
る
た

め
に
は
、
社
会
的
や
り
取
り
が
成
立
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
紛
争
と
は
何
か
を
考
察
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
き

た
。
そ
こ
か
ら
し
か
、
司
法
に
で
き
る
こ
と
と
で
き
な
い
こ
と
の
見
極
め
が
で
き
な
い
と
考
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
初
に
こ

の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
と
き
に
は
、
人
々
の
社
会
的
や
り
取
り
成
立
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
広
が
り
に
つ
い
て
の
理
論
的
掘
り
下
げ
が
不
十

分
で
あ
っ
た
た
め
に
、
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
紛
争
の
成
立
と
そ
の
解
決
に
つ
い
て
十
分
な
議
論
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、「
事
実
的
秩
序
」

と
し
て
の
紛
争
と
紛
争
の
「
制
度
的
解
決
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
人
々
の
社
会
的
や

り
取
り
が
成
立
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、
人
々
の
や
り
取
り
の
中
で
紛
争
が
起
こ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、
そ
し
て

「
紛
争
解
決
」
と
は
本
来
何
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
の
解
決
は
「
制
度
的
解
決
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
に
つ
い
て
再
論
す
る
こ

と
に
し
た
。

出
発
点
と
な
る
の
は
、
社
会
的
な
や
り
取
り
、
つ
ま
り
社
会
的
「
秩
序
」（

２
）が

成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
人
々
の
社
会
的
「
秩
序
」、
す
な
わ
ち
、
複
数
の
行
動
主
体
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
思
惑
で
動
き
回
る
状
況
の
も
と
で
、
曲
が
り

な
り
に
も
整
合
的
な
や
り
取
り
が
成
立
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
成
立
の
た
め
に
は
様
々
な
前
提
を
必
要
と
す
る
。
社
会

学
は
、
そ
の
初
期
の
段
階
か
ら
、
社
会
的
「
秩
序
」、
あ
る
い
は
「
社
会
的
行
為
」
が
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
の
か
と
い
う
問
い
に
取
り

（法政研究 86－3－334）
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組
み
続
け
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
多
く
の
説
明
は
過
度
に
予
定
調
和
的
で
あ
っ
た
り
、
静
的
で
あ
っ
た
り
し
て
、
人
々
の
や
り
取
り
の

し
な
や
か
さ
、
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
う
ま
く
取
り
込
ん
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た（

３
）。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
説
明
は
、
人
々
の
相
互

作
用
の
な
か
か
ら
い
か
に
し
て
「
秩
序
」
が
立
ち
上
が
る
の
か
に
つ
い
て
十
分
に
説
明
で
き
ず
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
人
々
の
相
互
作
用
の
な

か
で
生
ず
る
紛
争
に
つ
い
て
も
、
単
な
る
「
秩
序
の
攪
乱
」
と
し
て
し
か
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
紛
争
も
ま
た
人
々

の
社
会
的
な
や
り
取
り
な
の
で
あ
り
、
様
々
な
行
動
主
体
の
相
互
作
用
か
ら
な
る
一
つ
の
運
動
体
、
つ
ま
り
社
会
的
「
秩
序
」
と
し
て
把
握

さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
一
度
動
き
出
し
た
運
動
体
と
し
て
の
紛
争
は
独
自
の
構
造
と
過
程
を
有
し
て
お
り
、
容
易
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
は
た
し
て
、
そ
の
よ
う
な
現
象
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
可
能
に
す
る
理
論
は
あ
り
う
る

の
だ
ろ
う
か
。
私
は
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
に
関
す
る
理
論
は
そ
の
よ
う
な
説
明
を
可
能
に
す
る
重
要
な

手
が
か
り
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
下
で
は
、
ル
ー
マ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
に
関
す
る
理
論
に
引
き
寄
せ
て
、「
秩
序
は
い
か

に
し
て
可
能
に
な
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
、
そ
の
延
長
線
上
で
紛
争
と
は
ど
の
よ
う
な
社
会
的
「
秩
序
」
な
の
か
、
そ
し
て
、「
紛

争
解
決
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
最
後
に
、
制
度
は
「
紛
争
解
決
」
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
に
つ

い
て
、
現
時
点
で
の
私
の
理
解
を
示
し
た
い
。

一　
「
秩
序
」
は
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
の
か

（
一
）
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題

本
稿
に
お
け
る
最
初
の
問
い
は
、
社
会
的
や
り
取
り
、
つ
ま
り
社
会
的
「
秩
序
」
は
い
か
に
し
て
成
立
す
る
の
か
、
で
あ
る（

４
）。

冒
頭
で
も

述
べ
た
よ
う
に
、
複
数
の
行
動
主
体
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
思
惑
で
動
き
回
る
状
況
の
も
と
で
、
社
会
的
「
秩
序
」
が
成
立
す
る
こ
と
は
著
し

（86－3－335）



論　説

920

く
困
難
で
あ
る
。
バ
ラ
バ
ラ
の
個
々
の
行
動
主
体
が
相
互
に
ぶ
つ
か
っ
た

り
、
離
れ
た
り
、
す
れ
違
っ
た
り
し
て
い
る
だ
け
の
状
態
は
お
よ
そ
秩
序
を

生
み
出
さ
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
よ
う
な
状
態
も
遠
く
か
ら
観
察
す
れ
ば

な
ん
ら
か
の
「
秩
序
」
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
な
お
そ
れ
は
複
雑
な
組
成
を
も
つ
社
会
的
「
秩
序
」
と
は
言
い
難
い
。

複
数
の
行
動
主
体
の
や
り
取
り
が
「
秩
序
」
で
あ
る
と
言
え
る
た
め
に
は
、

バ
ラ
バ
ラ
な
動
き
を
整
序
す
る
何
ら
か
の
前
提
が
必
要
と
な
る
。

社
会
的
「
秩
序
」
の
成
立
は
、
個
々
の
行
動
主
体
が
「
エ
ゴ
イ
ス
ト
」
で

あ
っ
て
、
他
を
押
し
の
け
て
で
も
自
ら
の
欲
求
を
実
現
し
た
い
と
望
む
よ
う

な
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
な
お
さ
ら
困
難
と
な
る
。
人
間
が
欲
望
の
か
た
ま

り
で
あ
る
と
い
う
想
定
に
立
つ
と
、「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
」
と
い

う
よ
う
な
状
態
は
避
け
難
い
も
の
と
も
思
え
て
く
る
。
こ
れ
は
「
ホ
ッ
ブ
ズ

問
題
」
と
し
て
知
ら
れ
る
古
く
か
ら
の
問
い
で
あ
る（

５
）。

こ
の
問
い
へ
の
伝
統

的
な
回
答
は
、
概
ね
「
人
々
は
秩
序
が
な
け
れ
ば
な
に
ご
と
も
な
し
え
な
い

か
ら
、
秩
序
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
自
ら
の
恣
意
を
制
限
し
、
秩
序
を
生

み
出
す
」
と
い
う
、「
規
範
的
な
」
説
明
で
あ
る
。

こ
う
し
た
説
明
は
「
秩
序
生
成
の
物
語
」
と
し
て
一
見
も
っ
と
も
で
あ
る

が
、
そ
の
成
立
機
序
を
十
分
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
ず

「
秩
序
が
な
け
れ
ば
な
に
ご
と
も
な
し
え
な
い
か
ら
」
と
い
う
説
明
は
、
結

［初期状態のイメージ］

（法政研究 86－3－336）
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論
先
取
り
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。
こ
の
点
一
歩
譲
っ
た
と
し
て
も
、「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
」
は
一
種
の
安
定
均
衡
状
態
な
の
で

あ
り（

６
）、

そ
の
安
定
均
衡
状
態
か
ら
人
々
の
協
力
関
係
を
内
容
と
す
る
社
会
的
「
秩
序
」
と
い
う
、
は
る
か
に
達
成
困
難
な
別
の
均
衡
状
態
へ

と
移
行
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
た
と
言
い
う
る
た
め
に
は
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
説
明
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の

説
明
は
行
動
主
体
の
整
序
さ
れ
た
や
り
取
り
が
動
的
に
生
成
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
全
く
答
え
て
い
な
い
。
社
会
的
な「
秩
序
」が
人
々

の
や
り
取
り
に
よ
っ
て
動
的
に
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
致
命
的
欠
陥
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
二
）
ダ
ブ
ル
・
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
、
あ
る
い
は
複
合
的
な
条
件
依
存
性
の
問
題

人
々
の
社
会
的
や
り
取
り
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
ぜ
困
難
な
の
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
ル
ー
マ
ン
の
説
明
は
エ
レ
ガ
ン
ト
で
あ
る
。
ま

ず
、
社
会
的
や
り
取
り
が
行
わ
れ
る
初
期
状
態
は
、anything goes

の
状
態
で
は
な
い
。
あ
る
行
動
主
体
の
態
度
決
定
は
、
つ
ね
に
す
で
に
、

そ
の
相
手
方
の
態
度
決
定
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
関
係
に
あ
る
。
あ
る
行
動
主
体
（
以
下
、ego

）
が
相
手
（
以
下
、alter

）
と
の
あ

い
だ
で
や
り
取
り
を
は
じ
め
よ
う
と
す
る
場
合
、ego
が
ど
の
よ
う
に
態
度
決
定
す
る
か
はalter

の
態
度
決
定
に
依
存
し
、
他
方
、alter

の

態
度
決
定
も
、ego

の
態
度
決
定
に
依
存
す
る
た
め
、
や
り
取
り
の
当
事
者
双
方
と
も
「
両
す
く
み
」
状
態
に
陥
り
、
社
会
的
な
や
り
取
り

は
始
ま
ら
な
い
（
ダ
ブ
ル
・
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
）（

７
）。

Ａ
が
Ｂ
を
前
提
と
し
、
Ｂ
が
Ａ
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
何
も

社
会
的
や
り
取
り
が
生
じ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
も
、ego
に
と
っ
て
のalter

は
一
対
一
と
は
限
ら
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
、

人
々
の
や
り
取
り
は
、
一
対
多
、
多
対
一
、
多
対
多
の
関
係
の
中
で
成
立
す
る
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
が
相
手
の
態
度
決
定
を
前
提
と
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
社
会
的
な
や
り
取
り
は
始
ま
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
時
間
軸
を
導
入
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
何
か
を
前
提
と
し
て
何
か
を

行
う
と
い
う
関
係
が
成
立
し
な
い
た
め
に
、
こ
こ
で
は
社
会
的
や
り
取
り
は
始
ま
ら
な
い
。

ル
ー
マ
ン
は
こ
の
条
件
依
存
関
係
を
行
動
主
体
同
士
の
予
期
の
相
互
依
存
へ
と
読
み
替
え
る
。
す
な
わ
ち
、
ダ
ブ
ル
・
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ

（86－3－337）



論　説

922

ン
シ
ー
状
況
下
でego

とalter

の
間
で
「
両
す
く
み
」
が
生
じ
て
し
ま
う
の

は
、alter

の
態
度
決
定
に
対
す
るego

の
予
期
が
、ego

の
態
度
決
定
に
対

す
るalter
に
よ
る
予
期
に
依
存
し
て
し
ま
う
た
め
に
、
双
方
に
お
い
て
相

手
の
態
度
が
予
期
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る（

８
）。

社
会
的
や
り
取

り
が
成
立
し
う
る
た
め
に
は
、ego

/alter

の
態
度
決
定
を
整
合
的
に
接
続

さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
程
度
ま
で
、
こ
の
「
不
確
定
性
」
が
縮
減
さ
れ
る
必

要
が
あ
る（

９
）。

（
三
）
社
会
的
や
り
取
り
の
成
立

で
は
、「
不
確
定
性
」
の
縮
減
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
の
か
。
ま

ず
言
え
る
こ
と
は
、ego

/alter

の
双
方
が
陥
っ
て
い
る
こ
の
「
両
す
く
み
」

は
、
単
に
原
理
上
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
両
す

く
み
」
は
、
偶
然
の
き
っ
か
け
に
よ
っ
て
容
易
に
破
ら
れ
て
し
ま
う
し
、
実

際
上
つ
ね
に
す
で
に
破
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
と
り
あ
え
ず
の
」
や

り
取
り
は
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
か
ら
も
始
ま
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ

ね
に
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
。ego

もalter

も
、
何
ら
か
の
行
動
を
と
り
た

い
と
考
え
て
い
る
か
ぎ
り
、
相
手
が
ど
の
よ
う
な
行
動
に
出
る
か
に
つ
い
て

敏
感
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、ego

/alter

の
ど
ち
ら
か
が

［ルーマンのダブル・コンティンジェンシー・モデル］

（法政研究 86－3－338）
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な
に
か
の
拍
子
に
行
動
を
起
こ
し
た
場
合
、
他
方
は
そ
れ
に
呼
応
し
て
態
度
選
択
を
す
る
。
そ
こ
に
は
時
間
的
な
前
後
関
係
（
①
に
続
い
て

②
が
予
期
さ
れ
る
）
が
あ
り
、ego

とalter

の
態
度
選
択
は
、「
循
環
的
規
定
関
係
」
に
あ
る
ゆ
え
に
、
お
互
い
に
相
手
の
選
択
を
前
提
と
し

な
が
ら
、
次
々
と
態
度
選
択
を
連
鎖
さ
せ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
際ego

もalter

も
、
相
手
の
態
度
選
択
に
う
ま
く
合
致
す
る
よ
う
に

態
度
を
選
択
で
き
る
場
合
も
あ
る
し
、
う
ま
く
選
択
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。
た
だ
、ego

もalter

も
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
視
座
か
ら
観
察

さ
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
自
ら
の
振
る
舞
い
を
通
じ
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
そ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
通
し
て
学
習

す
る
こ
と
も
で
き
る
。ego

もalter

も
、
こ
の
「
試
行
錯
誤
」
の
繰
り
返
し
の
な
か
で
、
当
初
「
不
透
明
」
で
見
通
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ

た
相
手
の
態
度
決
定
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
予
見
で
き
る
よ
う
に
な
る

）
（1
（

。Ego

に
と
っ
てalter

の
態
度
はanything goes

な
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ま
で
の
態
度
決
定
の
延
長
線
上
で
予
見
さ
れ
、
対
応
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、ego

/
alter

の
態
度
決
定
の
「
不
確

定
性
」
は
、
や
り
取
り
を
連
鎖
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
程
度
に
ま
で
縮
減
さ
れ
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
社
会
的
や
り
取
り
が
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
一
対
一
、
多
対
一
、
多
対
多
で
も
同
様
に
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
人
々
の
社
会
的
や
り
取
り
は
こ
の
よ

う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
継
続
す
る
こ
と
が
可
能
な
程
度
に
「
不
確
定
性
」
を
縮
減
し
、「
秩
序
」
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
秩
序
」
は
や
り
取
り
が
続
い
て
い
く
限
り
に
お
い
て
、
動
的
に
存
続
し
続
け
、
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。

（
四
）「
不
確
定
性
」
の
縮
減
と
「
秩
序
」

こ
こ
ま
で
、
人
々
の
社
会
的
や
り
取
り
に
お
け
る
「
秩
序
」
成
立
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
た
。
そ
こ
で
は
、ego

/
alter

の
態
度
決
定
に
関
す
る
、
い
わ
ば
「
二
重
化
さ
れ
た
不
確
定
性
」

）
（（
（

が
繰
り
返
し
の
や
り
取
り
の
中
で
縮
減
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
比
較
的

に
安
定
し
た
や
り
取
り
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
人
々
の
態
度
決
定
を
一
定
の
範
囲
に
整
序
し
、
や
り
取
り
を
「
行

為
」
と
し
て
有
意
化
す
る
も
の
が
「
不
確
定
性
」
の
縮
減
で
あ
り
、
ま
た
整
序
さ
れ
た
や
り
取
り
の
「
形
」
な
い
し
パ
タ
ー
ン
の
よ
う
な
も

（86－3－339）
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の
が「
秩
序
」で
あ
る
と
す
る
と
、
ま
さ
に「
不
確
定
性
の
縮
減
」こ
そ
が「
秩

序
」
を
も
た
ら
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う

に
し
て
成
立
す
る
「
秩
序
」
は
緩
や
か
な
構
造
を
も
つ
の
で
あ
り
、
行
動
の

パ
タ
ー
ン
化
を
も
た
ら
す
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
の
説
明
は
、
社
会
的
や
り
取
り
が
成
立
す
る
た
め
の

端
緒
に
関
わ
る
条
件
を
述
べ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
説
明
が
そ
の
ま
ま

当
て
は
ま
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
比
較
的
に
複
合
度
の
高
く
な
い
、

往
々
に
し
て
顔
の
見
え
る
範
囲
の
や
り
取
り
に
留
ま
る
。
全
体
社
会
レ
ベ
ル

で
の
「
不
確
定
性
」
の
縮
減
は
、
意
味
的
に
抽
象
化
さ
れ
た
媒
介
物
（
シ
ン

ボ
ル
）
を
通
し
て
な
さ
れ
る

）
（1
（

。
そ
う
し
た
意
味
的
媒
介
物
も
ま
た
人
々
の
や

り
取
り
の
「
形
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
の
積
み
上
げ
の
な
か
で
作
り
上

げ
ら
れ
、
固
有
の
論
理
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、
特
別
の
進
化
的
成
果
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
意
味
的
媒
介
物
を
用
い
た
社
会
的
や
り
取
り

の
場
合
に
も
、
そ
の
意
味
的
媒
介
物
を
前
提
と
し
つ
つego

/
alter

の
あ
い

だ
で
試
行
錯
誤
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
別
の
や
り
取
り
が
安

定
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

［相互作用による秩序のイメージ］

（法政研究 86－3－340）
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二　
「
秩
序
」
と
し
て
の
紛
争

（
一
）
紛
争
は
「
秩
序
な
ら
ざ
る
も
の
」
な
の
か

こ
こ
ま
で
、
ル
ー
マ
ン
の
理
論
を
手
が
か
り
に
、
社
会
的
や
り
取
り
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
「
秩
序
」
の
成
立
を
可
能
に
す
る
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
検
討
し
て
き
た
の
は
、
紛
争
も
ま
た
社
会
的
な
や
り
取
り
な
の
で
あ
り
、「
秩
序
の
攪
乱
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る
種
の
「
秩
序
」

を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
紛
争
解
決
」
も
ま
た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
議
論
す
る
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、「
紛
争
も
ま
た
秩
序
で
あ
る
」
と
言
う
た
め
に
は
、
検
討
す

べ
き
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）「
紛
争
も
ま
た
秩
序
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味

紛
争
も
人
々
の
社
会
的
な
や
り
取
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
社
会
的
「
秩
序
」
と
し
て
捉
え
る
べ
き
こ
と
は
当
然
の
こ
と

の
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
秩
序
」
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
紛
争
は
、
事
故
の
よ
う
に
衝
撃
的
な
出

来
事
が
き
っ
か
け
で
起
こ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
約
束
が
破
ら
れ
た
こ
と
か
ら
起
こ
る
こ
と
も
あ
る
。
き
わ
め
て
些
細
な
誤
解
か
ら
始
ま
る
こ

と
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
こ
じ
れ
て
収
拾
が
つ
か
な
く
な
る
在
り
方
も
多
様
で
あ
る
。
紛
争
の
あ
り
方
は
本
当
に
様
々
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
紛
争
の
「
秩
序
」
と
し
て
の
特
徴
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
紛
争
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
始
ま
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
実
体
を
備

え
る
に
至
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

紛
争
の
き
っ
か
け
は
様
々
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
展
開
プ
ロ
セ
ス
は
あ
る
程
度
一
般
化
可
能
で
あ
る
。
紛
争
は
、
や
り
取
り
の

（86－3－341）
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当
事
者
の
思
惑
が
否
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
形
で
生
じ
る
に
せ
よ
、
当
事
者
や
周
囲
の
者
た
ち
の
期
待
の
す
れ

違
い
、
敵
意
や
疑
心
暗
鬼
、
ね
た
み
、
被
害
意
識
、
正
義
感
、
そ
し
て
損
得

勘
定
な
ど
に
触
発
さ
れ
、
不
信
感
や
憎
し
み
の
感
情
と
結
び
つ
き
、
こ
じ
れ

て
い
く
こ
と
で
増
幅
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
や
り
取
り
の
大
半
は
、
当
事
者

が
問
題
を
受
け
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
そ
の
ま
ま
消
滅
し
て
し
ま
う

）
（1
（

。
す

べ
て
の
す
れ
違
い
が
紛
争
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ご
く
一
部
で

あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
触
発
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
中
で
、
不
信
感
や
憎
し

み
と
結
び
つ
い
た
や
り
取
り
が
構
造
化
さ
れ
、
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
行
わ
れ
る

と
、
そ
れ
は
容
易
に
収
束
す
る
こ
と
は
な
く
な
る

）
（1
（

。
そ
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
は
当

事
者
の
紛
争
定
義
と
し
て
作
用
す
る
。
こ
の
よ
う
に
構
造
化
さ
れ
、
ネ
ー
ミ

ン
グ
さ
れ
た
や
り
取
り
は
、
周
囲
か
ら
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
け
止

め
ら
れ
る
、
特
殊
な
「
相
互
作
用
シ
ス
テ
ム
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

成
立
し
た
「
相
互
作
用
シ
ス
テ
ム
」
は
、
当
初
は
不
安
定
で
移
ろ
い
や
す
い
、

そ
の
意
味
で
一
時
的
な
「
相
互
作
用
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
紛
争
は
、
あ
る
程
度
以
上
継
続
さ
れ
、
ま
た
周
囲
の
利
害
関
係
者
に

ま
で
広
が
り
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
、
持
続
性
を
高
め
て
い
く
。
紛
争
は
、

他
の
人
々
の
様
々
な
や
り
取
り
を
巻
き
込
み
な
が
ら
特
定
の
パ
タ
ー
ン
を
繰

り
返
す
「
固
有
の
実
体
」
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
段
階
に
達
し

［紛争の発生］

（法政研究 86－3－342）
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た
紛
争
は
、
独
自
の
論
理
に
も
と
づ
い
て
自
己
を
組
織
す
る
社
会
的
「
秩
序
」
の
単
位
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る

）
（1
（

。

こ
の
よ
う
に
、
紛
争
も
ま
た
「
秩
序
」
で
あ
る
と
言
え
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
「
秩
序
で
あ
る
」
と
言
え
る
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
敷
衍
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
日
常
的
な
意
味
で
の
「
秩
序
」
と
い
う
言
葉
の
語
感
と
こ
れ
は
明

ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
紛
争
と
い
う
や
り
取
り
秩
序
は
、
人
々
の
や
り
取
り
に
「
あ
る
べ
き
」
調
和
を

も
た
ら
す
よ
う
な
秩
序
で
は
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
紛
争
は
人
々
の
や
り
取
り
を
「
あ
る
べ
き
」
方
向
に
導
く
も
の
で
は
な
く
、
た
だ

事
実
と
し
て
、
当
事
者
や
周
囲
の
者
た
ち
の
や
り
取
り
を
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
と
は
無
関
係
に
整
序
し
導
い
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ

の
点
、
人
々
の
や
り
取
り
に
あ
る
べ
き
調
和
を
も
た
ら
す
よ
う
な
秩
序
を
か
り
に
「
規
範
的
秩
序
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
紛

争
と
い
う
や
り
取
り
秩
序
は
、
価
値
的
含
意
が
な
い
と
い
う
意
味
で
、
一
種
の
「
事
実
的
秩
序
」
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

）
（1
（

。
ま
さ

に
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
紛
争
も
ま
た
「
秩
序
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
三
）「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
の
紛
争
の
生
成
・
発
展
の
プ
ロ
セ
ス

説
明
が
や
や
抽
象
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
紛
争
の
レ
ベ
ル
（
社
会
的
な
広
が
り
の
レ
ベ
ル
）
を
分
け
て
、「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
の

紛
争
の
生
成
・
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
と
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

⑴　

個
別
紛
争

ま
ず
、「
個
別
紛
争
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
紛
争
が
あ
る
。
こ
れ
は
当
事
者
が
比
較
的
に
狭
い
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
て
、
個
人
対
個
人

あ
る
い
は
組
織
体
個
人
と
い
う
レ
ベ
ル
で
問
題
と
な
る
紛
争
で
あ
る
。
個
別
紛
争
は
、
一
回
的
な
出
来
事
か
ら
発
生
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、

継
続
的
な
人
間
関
係
の
中
で
発
生
す
る
こ
と
も
多
い
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
紛
争
は
固
有
の
「
秩
序
」
を
も
ち
、
い
っ
た
ん
こ
じ
れ
て
し
ま

（86－3－343）
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う
と
、
そ
う
簡
単
に
は
収
束
し
な
い
。

一
回
的
な
出
来
事
か
ら
発
生
す
る
個
別
紛
争
の
典
型
例
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
「
医
療
事
故
紛
争
」
で
あ
る

）
（1
（

。
医
療
事

故
紛
争
は
、
不
幸
な
医
療
上
の
出
来
事
の
結
果
、
医
療
者
に
対
す
る
患
者
や
家
族
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
る
こ
と
を
端
緒
に
発
生
す
る
。
医
療

事
故
紛
争
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
期
待
と
異
な
る
施
療
が
行
わ
れ
た
り
、
説
明
と
異
な
る
結
果
が
生
じ
た
り
す
る
こ
と
で
発
生
す
る
こ
と
も

あ
る
が
、
家
族
の
死
の
よ
う
に
受
け
入
れ
が
た
い
出
来
事
か
ら
始
ま
る
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
端
緒
と
し
て
何
ら
か
の
違
和
感

や
喪
失
感
が
あ
り
、
そ
れ
を
埋
め
る
も
の
を
求
め
て
患
者
・
家
族
が
医
療
者
に
悲
し
み
や
怒
り
を
ぶ
つ
け
、
そ
の
思
い
を
医
療
者
が
受
け
入

れ
ら
れ
な
い
で
い
る
な
か
で
、
紛
争
は
熾
烈
を
極
め
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
紛
争
の
特
徴
は
、
事
故
そ
れ
自
体
よ
り
も
、
そ
の
後
の
医
療
側

の
対
応
の
ま
ず
さ
、
不
誠
実
さ
に
よ
っ
て
深
刻
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
医
療
者
が
真
実
究
明
や
謝
罪
の
要
求
に
な
か
な
か
応
じ
な
い

場
合
に
は
、
患
者
・
家
族
の
不
信
感
は
怒
り
へ
と
転
化
さ
れ
る
。
こ
の
不
信
感
と
怒
り
は
要
求
と
拒
否
の
繰
り
返
し
の
な
か
で
患
者
・
家
族

の
心
に
繰
り
返
し
深
く
刻
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
強
固
な
構
造
化
が
生
じ
、
こ
の
結
果
医
療
事
故
紛
争
は
容
易
に
終
わ
る
こ
と
が
な
い
。

他
方
、
継
続
的
な
人
間
関
係
の
中
で
発
生
す
る
個
別
紛
争
の
典
型
例
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、「
職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
」
で
あ
る
。
以
下
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
典
型
的
な
職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
さ
れ
る
。
上
司
が
、
指
導
の
一
環
と
し
て
部
下
に
対
し
て

繰
り
返
し
厳
し
い
言
動
を
と
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
多
く
は
や
や
厳
し
い
指
導
の
範
囲
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
時
に
そ
の
言

動
は
度
を
超
す
こ
と
が
あ
り
、
部
下
は
し
ば
し
ば
こ
の
言
動
に
敵
意
を
読
み
取
る
（
本
当
に
敵
意
を
も
っ
て
厳
し
い
指
導
を
す
る
上
司
も
多

い
）。
こ
の
部
下
が
こ
れ
に
不
満
を
述
べ
て
も
、
上
司
の
言
動
は
是
正
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
し
ば
し
ば
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
。
上
司
の

言
動
は
、
組
織
の
権
力
構
造
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。
周
囲
の
同
僚
も
上
司
に
睨
ま
れ
た
く
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
に
同
調
す
る
。

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
し
だ
い
に
こ
の
部
下
は
追
い
込
ま
れ
、
就
業
の
継
続
が
困
難
な
状
態
に
追
い
込
ま
れ
て
い
く

）
（1
（

。
こ
の
問
題
が
争
わ

れ
る
場
合
に
は
、
当
事
者
の
上
司
や
組
織
に
対
す
る
不
信
感
は
極
め
て
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
普
通
で
あ
り
、
こ
の
紛
争
も
容
易
に
解
消

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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特
殊
な
紛
争
ば
か
り
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
突
発
的
な
紛
争
と
考
え
ら
れ
る
「
交
通
事
故

紛
争
」
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
が
訴
訟
で
争
わ
れ
る
ま
で
こ
じ
れ
て
し
ま
っ
た
事
例
を
見
る
と
、
被
害
者
と
相
手
方
（
特
に
そ
の
代
理
人
）
と

の
間
の
や
り
取
り
で
生
じ
た
相
手
方
（
多
く
の
場
合
保
険
会
社
）
に
対
す
る
不
信
感
、
そ
し
て
相
手
方
の
不
誠
実
な
対
応
か
ら
、
も
は
や
冷

静
な
話
し
合
い
を
受
け
付
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
場
合
が
多
い
。

要
す
る
に
、
訴
訟
に
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
深
刻
な
個
別
紛
争
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
こ
じ
れ
に
こ
じ
れ
た
複
雑
な
構
造
も
つ
に
至
っ
て
お
り
、

「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
見
た
場
合
、
か
な
り
強
固
な
持
続
的
構
造
を
備
え
て
い
る
と
評
価
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

⑵　

社
会
的
紛
争

よ
り
構
造
的
な
問
題
が
は
っ
き
り
目
に
つ
く
の
は
個
別
的
な
紛
争
よ
り
も
、
社
会
的
な
広
が
り
を
も
つ
紛
争
で
あ
る
。
社
会
的
紛
争
の
生

成
過
程
は
よ
り
多
様
で
あ
り
、
歴
史
的
な
経
緯
を
有
し
、
社
会
の
権
力
構
造
や
経
済
的
再
生
産
構
造
の
影
響
も
受
け
、
そ
の
複
合
性
や
持
続

性
は
個
別
紛
争
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。

社
会
的
紛
争
の
典
型
例
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
、「
迷
惑
施
設
建
設
を
め
ぐ
る
紛
争
」
が
あ
る
。
特
に
、

原
子
力
発
電
所
の
建
設
を
め
ぐ
る
紛
争
は
非
常
に
扱
い
に
く
い
紛
争
で
あ
る
。
迷
惑
施
設
は
、
比
較
的
に
人
口
の
少
な
い
、
何
か
問
題
が
起

き
て
も
波
及
的
な
被
害
が
少
な
い
と
こ
ろ
、
施
設
建
設
費
が
安
く
抑
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
計
画
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
が
ま
ず
施
設
予
定

地
の
周
辺
住
民
の
不
信
感
を
生
み
出
す
。
設
置
の
た
め
の
説
明
の
不
十
分
さ
、
表
面
的
な
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
一
部
の
地
域
有
力
者
と
の

取
引
な
ど
が
こ
の
不
信
感
を
増
幅
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
他
施
設
で
の
事
故
な
ど
が
施
設
建
設
予
定
地
周
辺
住
民
の
不
安
感
を
増
大
さ
せ
る
。

施
設
建
設
は
一
度
動
き
出
し
た
ら
容
易
に
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
結
果
、
周
辺
住
民
と
行
政
・
施
設
設
置
主
体
と
の
間
で
は
ま
と

も
な
交
渉
が
で
き
な
い
状
況
の
ま
ま
建
設
計
画
だ
け
は
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
行
政
・
施
設
設
置
主
体
が
何
と
か
話
を
付
け

よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
対
立
は
深
ま
り
、
施
設
建
設
は
進
ま
な
い
。
こ
の
結
果
、
建
設
を
強
行
し
て
も
、
何
か
問
題
が
起
こ
る
た
び
に
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運
転
停
止
に
追
い
込
ま
れ
、
操
業
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な
る

）
（1
（

。

　

近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
社
会
的
紛
争
の
一
例
と
し
て
「
ヘ
イ
ト
運
動
」
が
あ
る
。
特
定
の
歴
史
的
、
社
会
的
背
景
を
も
つ
集
団
に
対
し
て
、

威
圧
的
な
デ
モ
が
行
わ
れ
た
り
、
そ
の
集
団
を
侮
辱
す
る
よ
う
な
ス
ピ
ー
チ
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
人
々

の
ど
こ
に
も
ぶ
つ
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
社
会
的
不
満
が
あ
る
。
ヘ
イ
ト
運
動
は
、
そ
の
は
け
口
を
特
定
の
社
会
集
団
に
対
し
て
嫌
悪

感
を
表
明
す
る
こ
と
に
求
め
る
動
き
で
あ
り
、
こ
れ
も
一
つ
の
社
会
的
紛
争
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
イ
ト
は
、
具
体
的
個
人
に
向
け
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
特
定
集
団
に
向
け
ら
れ
、
こ
の
集
団
を
叩
く
こ
と
で
、
ヘ
イ
ト
を
行
う
側
が
自
ら
の
集
団
的
自
尊
心
を
満
た
し
、

結
束
を
図
っ
て
い
く
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。
ヘ
イ
ト
を
行
う
集
団
は
、
内
向
き
に
盛
り
上
が
る
傾
向
が
あ
り
、
自
ら
の
意
見
が
社
会
の
大
半

で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
お
り
、
外
部
か
ら
の
批
判
を
受
け
付
け
な
い
。
商
業
的
メ
デ
ィ
ア
は
ヘ
イ
ト
集
団
を
商
機
と
と
ら
え
て

お
り
、
こ
の
集
団
の
行
動
を
助
長
す
る
よ
う
な
出
版
や
報
道
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
政
治
勢
力
が
こ
れ
を
自
ら
の
支
持
拡
大
の
た
め
に
利

用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
「
ヘ
イ
ト
運
動
」
は
社
会
全
体
へ
の
影
響
力
を
も
有
し
、
そ
の
持
続
性
は
非
常
に
高
い

）
11
（

。

こ
の
よ
う
な
社
会
的
紛
争
は
個
別
紛
争
を
念
頭
に
置
く
制
度
的
解
決
手
続
で
は
対
処
に
限
界
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う

な
紛
争
が
訴
訟
等
の
手
続
に
持
ち
込
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
四
）「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
の
紛
争
の
扱
い
難
さ

こ
こ
ま
で
、
紛
争
が
そ
れ
ぞ
れ
構
造
化
さ
れ
た
あ
る
一
種
の
「
事
実
的
秩
序
」
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
生
成
・

発
展
す
る
か
を
見
て
き
た
が
、
そ
こ
か
ら
紛
争
が
い
か
に
扱
い
難
い
、
収
束
し
が
た
い
「
秩
序
」
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
紛
争
は
、

し
ば
し
ば
当
事
者
や
周
囲
の
者
た
ち
の
思
惑
と
は
裏
腹
の
展
開
を
す
る
。
周
囲
の
者
に
よ
る
理
性
的
な
関
与
で
さ
え
、
紛
争
の
動
的
展
開
に

の
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
と
、
火
に
油
を
注
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
し
ま
う
。
紛
争
は
、
周
囲
の
者
た
ち
を
巻
き
込
ん
で
意
図
せ
ぬ
方
向
へ
と
広
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が
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
「
急
性
期
」
に
あ
る
か
ぎ
り
、
紛
争
は
当
事
者
に
と
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
周

囲
の
者
た
ち
に
と
っ
て
も
、
社
会
に
と
っ
て
も
困
難
な
問
題
を
も
た
ら
す
「
事
実
的
秩
序
」
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
強
調
す
べ
き
点
は
、
紛
争
の
問
題
性
は
、
そ
れ
が
「
秩
序
な
ら
ざ
る
も
の
」
で
あ
る
ゆ
え
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
「
秩
序
な
る
が
ゆ
え
」
に
こ
そ
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
紛
争
は
、
人
々
の
日
常
的
な
社
会
的
や
り
取
り
の
連
関

よ
り
も
は
る
か
に
凝
集
力
が
強
く
、
周
囲
の
者
た
ち
を
も
巻
き
込
ん
で
展
開
し
て
い
く
構
造
と
潜
勢
力
を
備
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ

紛
争
は
人
々
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
紛
争
も
ま
た
秩
序
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
に
立
つ
こ
と
で
は
じ
め
て
見
え
て

く
る
実
態
で
あ
る
。

三　
「
紛
争
解
決
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
か

（
一
）「
紛
争
解
決
」
の
二
つ
の
レ
ベ
ル

以
上
の
考
察
を
前
提
と
す
れ
ば
、「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
み
た
場
合
の
紛
争
と
制
度
レ
ベ
ル
に
お
け
る
紛
争
の
扱
い
に
は
か
な
り
隔
た

り
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
の
紛
争
は
、
始
ま
り
も
終
わ
り
も
行
動
主
体
の
相
互
作
用
の
な
か
で
規
定
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
自
然
消
滅
す
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
際
限
な
く
続
い
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
制
度
レ
ベ
ル
で
は
、

紛
争
は
、
制
度
が
定
義
し
た
始
ま
り
を
も
ち
、
当
事
者
の
処
分
も
し
く
は
手
続
上
の
処
分
を
通
じ
て
終
局
が
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、

描
出
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
紛
争
は
、
同
じ
事
態
を
別
の
角
度
か
ら
描
い
た
も
の
と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
法
的
手
続
が
始
ま
っ
た
場
合
に
は
、
二
つ
の
過
程
は
別
々
の
経
過
を
た
ど
る
の
で
あ
り
、
二
重
化
さ
れ
た
過
程
の
交
錯
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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（
二
）「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
紛
争
の
解
決

「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
の
紛
争
を
解
決
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。

紛
争
を
解
決
す
る
と
は
、
し
ば
し
ば
「
紛
争
を
終
結
さ
せ
る
」
こ
と
と
同
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
上
記
の
例
示
で
も
分
か
る
通
り
、

動
的
に
展
開
す
る
「
事
実
的
秩
序
」
た
る
紛
争
は
、
そ
の
動
的
潜
勢
力
が
保
た
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
容
易
に
終
結
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
た
と
え
強
制
力
を
用
い
た
と
こ
ろ
で
、
紛
争
は
、
形
を
変
え
、
ま
た
当
事
者
と
そ
の
範
囲
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
存
続
す
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
紛
争
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
に
の
み
着
目
し
て
い
る
と
、
紛
争
は
「
解
決
さ
れ
え
な
い
」
と
も
思
え
て
く
る
。
し
か
し
、
紛
争
が

あ
る
種
の
「
事
実
的
秩
序
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
強
制
的
介
入
に
よ
っ
て
紛
争
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少

な
く
と
も
、
紛
争
の
渦
中
に
あ
る
当
事
者
や
周
囲
の
者
た
ち
の
や
り
取
り
連
関
に
異
な
っ
た
観
点
を
持
ち
込
む
こ
と
で
、
紛
争
の
動
的
展
開

の
流
れ
に
変
化
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
事
者
や
周
囲
の
者
た
ち
が
置
か
れ
て
い
る
紛
争
の
膠
着
状
態
に
突
破

口
を
開
く
契
機
と
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
紛
争
上
の
や
り
取
り
は
、
往
々
に
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
常
の
や
り
取
り
と
共
存
可
能

な
均
衡
値
に
た
ど
り
着
く
可
能
性
は
あ
る
。
彼
ら
の
紛
争
上
の
や
り
取
り
が
当
初
と
は
別
の
均
衡
値
に
到
達
す
れ
ば
、
紛
争
は
な
お
存
続
し

て
い
る
に
し
ろ
、
そ
れ
は
非
問
題
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
。「
紛
争
を
解
決
す
る
」
と
は
、
社
会
学
的
に
は
こ
れ
以
上
の
こ
と
を
意
味

し
て
は
い
な
い
。（

三
）
司
法
の
制
度
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
「
紛
争
解
決
」

そ
れ
な
ら
ば
、
司
法
の
制
度
レ
ベ
ル
に
お
け
る
「
紛
争
解
決
」
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
。
繰
り
返
す
が
、
紛
争
は
動
的

に
展
開
す
る
一
種
の
「
事
実
的
秩
序
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
紛
争
に
介
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
介
入
者
も
ま
た
そ
の
動
的
展
開

（法政研究 86－3－348）
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に
の
み
込
ま
れ
、「
ミ
イ
ラ
盗
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
る
」
と
い
う
危
険
を
冒
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
法
が
訴
訟
や
審
判
、
調
停
の
制

度
を
通
じ
て
紛
争
に
関
与
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
と
く
に
事
情
を
異
に
し
な
い
。
司
法
が
不
用
意
に
紛
争
に
関
与
す
る
こ
と
で
、
紛
争
の

動
的
潜
勢
力
が
法
に
向
け
て
跳
ね
返
り
、
そ
の
あ
げ
く
司
法
が
紛
争
の
拡
大
再
生
産
の
一
端
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

は
、
実
際
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る

）
1（
（

。
制
度
が
「
紛
争
解
決
」
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
社
会
は
、

法
が
紛
争
に
関
与
す
る
こ
と
で
紛
争
が
「
解
決
さ
れ
る
」
こ
と
を
期
待
す
る
。
こ
の
こ
と
に
は
社
会
的
に
は
一
定
の
意
味
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
。司

法
制
度
は
、「
紛
争
解
決
」
に
関
わ
る
こ
と
の
難
し
さ
に
は
自
覚
的
で
あ
り
、
紛
争
の
動
的
潜
勢
力
か
ら
自
ら
を
防
御
す
る
た
め
に
、

も
っ
ぱ
ら
紛
争
の
限
ら
れ
た
側
面
に
し
か
関
与
し
な
い

）
11
（

。
司
法
は
紛
争
の
法
的
側
面
に
の
み
、
つ
ま
り
権
利
義
務
ま
た
は
法
律
関
係
の
存
否

の
判
断
と
そ
の
執
行
に
の
み
関
与
す
る
。
様
々
な
手
続
上
の
要
件
や
申
立
事
項
は
、
当
事
者
が
当
該
事
件
に
つ
い
て
実
体
的
な
救
済
を
受
け

る
た
め
に
は
、
当
事
者
が
適
切
に
確
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
当
該
請
求
が
裁
判
所
に
よ
る
法
的
判
断
に
よ
っ
て
対
処
可
能
な
権
利
義
務
や
法

律
関
係
の
判
断
に
特
定
化
さ
れ
た
請
求
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
手
続
要
件
、
申
立
事
項
は
、「
事
実
的
秩
序
」
た
る

紛
争
を
バ
ラ
バ
ラ
に
切
り
取
り
、
矮
小
化
し
、
対
立
す
る
当
事
者
間
の
主
張
や
利
害
の
対
立
に
加
工
す
る

）
11
（

。
こ
の
結
果
、
司
法
制
度
は
、
た

と
え
ば
原
告
の
主
張
す
る
所
有
権
が
存
在
す
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
原
告
の
主
張
す
る
損
害
は
被
告
に
よ
る
過
失
に
よ
る
違
法
な
侵
害
行
為

か
ら
生
じ
た
か
否
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
み
判
断
し
、
ま
た
必
要
で
あ
れ
ば
、
そ
の
判
断
を
実
現
す
る
べ
く
強
制
力
を
も
っ
て
当
事

者
を
助
力
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
制
度
的
レ
ベ
ル
の
「
紛
争
解
決
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
制
度
的
枠
の
内
側
に
留
ま
っ
て
紛
争
に
対
処
す
る
か
ぎ
り
で
、
法
に
対
す
る
紛
争
の
動
的
潜
勢
力
の
影
響
力
は
最
小
化
さ
れ

る
。
だ
が
そ
の
反
面
、「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
の
紛
争
と
制
度
的
レ
ベ
ル
の
「
紛
争
解
決
」
と
の
間
の
関
係
は
複
雑
な
も
の
と
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
。
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（
四
）
二
つ
の
次
元
の
乖
離
と
交
錯

そ
れ
な
ら
制
度
的
レ
ベ
ル
の
「
紛
争
解
決
」
は
「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
の
紛
争
の
解
決
に
有
意
味
な
働
き
か
け
を
行
い
う
る
の
か
。
制

度
的
レ
ベ
ル
の
「
紛
争
解
決
」
は
「
事
実
的
秩
序
」
の
ほ
ん
の
一
部
を
切
り
取
っ
て
評
価
的
判
断
を
加
え
、
そ
の
範
囲
で
執
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
の
紛
争
の
全
体
に
は
何
ら
関
わ
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
訴
訟
や
審
判
、
調
停
な
ど
の

手
続
（
以
下
、「
手
続
」
と
す
る
）
は
、
法
が
「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
の
紛
争
に
慎
重
に
対
処
す
る
た
め
の
時
間
と
手
順
を
用
意
す
る
か

ぎ
り
で
、
そ
の
よ
う
な
手
段
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
う
る
と
言
え
る

）
11
（

。

手
続
は
、
そ
れ
が
開
始
さ
れ
る
前
提
と
し
て
、
法
的
判
断
（
あ
る
い
は
和
解
の
結
論
）
を
時
間
的
に
留
保
す
る
と
と
も
に
、
留
保
さ
れ
た

時
間
を
終
局
に
向
け
ら
れ
た
一
連
の
手
順
と
し
て
整
序
す
る
。
手
続
に
お
い
て
法
的
判
断
が
時
間
的
に
留
保
さ
れ
る
の
は
、
公
正
か
つ
適
切

な
制
度
的
解
決
が
実
現
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
時
間
は
、
判
断
者
や
仲
介
者
に
と
っ
て
は
、
適
切
な
制
度
的
解
決
が
可
能
で
あ
る
よ
う

問
題
を
受
け
止
め
、
熟
慮
す
る
時
間
で
あ
り
、
手
続
の
当
事
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
主
張
が
十
分
か
つ
公
平
に
聞
き
入
れ
ら
れ
、
適

切
に
配
慮
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
時
間
で
あ
る
。
手
続
ル
ー
ル
は
、
当
事
者
に
対
し
て
公
平
か
つ
十
分
に
主
張
と
証
拠
を
示
し
て
相
手
と
や

り
取
り
す
る
時
間
を
も
た
ら
す
。
そ
の
時
間
を
用
い
て
、
判
断
者
、
仲
介
者
と
当
事
者
は
、
裁
決
に
せ
よ
和
解
に
せ
よ
、
可
能
な
安
定
解
を

模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。

手
続
ル
ー
ル
に
も
と
づ
い
て
整
序
さ
れ
た
や
り
取
り
手
順
は
、「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
の
紛
争
の
解
決
に
と
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
味

で
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
手
続
に
関
与
す
る
当
事
者
は
、
相
手
方
と
手
続
上
や
り
取
り
す
る
際
に
仲
介
者
た
る
第
三
者
の
目
に
さ
ら
さ
れ
る

こ
と
で
、
自
ら
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
自
覚
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
過
程
で
、
当
初
は
不
分
明
だ
っ
た

紛
争
の
主
題
が
明
確
化
さ
れ
、
し
ば
し
ば
当
初
と
は
異
な
っ
た
観
点
の
も
と
で
再
構
成
さ
れ
る
。
事
実
と
証
拠
が
整
理
さ
れ
る
こ
と
で
、
争

い
が
氷
解
し
て
し
ま
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
単
な
る
す
れ
違
い
が
「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
の
紛
争
の
中
心
で
あ
る
こ
と
は
多
い
。
ま
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た
、
当
事
者
は
、
手
続
の
進
行
を
通
じ
て
、
相
手
方
と
の
あ
い
だ
で
、
適
宜
そ
の
段
階
に
応
じ
た
交
渉
を
進
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
し

た
交
渉
が
実
っ
た
場
合
に
、
当
事
者
は
紛
争
を
自
主
的
に
「
解
決
」
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
の
意
義
は
決
し
て
小
さ
く
は
な

い
。し

か
し
な
が
ら
、
手
続
の
も
た
ら
す
作
用
は
、
な
お
両
義
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
の
紛
争
の
解
決
に
と
っ
て
好
ま

し
い
方
向
に
も
作
用
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
か
え
っ
て
収
拾
が
つ
か
な
い
状
態
に
至
ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
手
続

ル
ー
ル
に
よ
る
手
続
過
程
の
時
間
的
整
序
は
も
と
よ
り
手
続
固
有
の
論
理
で
行
わ
れ
て
お
り
、「
事
実
的
秩
序
」
の
再
生
産
機
序
と
は
無
関

係
だ
か
ら
で
あ
る
。

手
続
に
よ
る
紛
争
へ
の
関
与
が
「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
の
紛
争
の
解
決
に
十
分
に
機
能
し
な
い
と
す
れ
ば
、
紛
争
の
「
制
度
的
解
決
」

と
「
事
実
的
秩
序
と
し
て
の
紛
争
解
決
」
と
の
あ
い
だ
の
溝
は
埋
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
一
見
制
度
的
解
決
の
限
界
の
よ
う
に
思

わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
言
い
切
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、「
制
度
的
解
決
」
に
も
決
し
て
看
過

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
社
会
的
機
能
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

判
決
手
続
を
念
頭
に
考
え
て
み
る
。
裁
判
所
が
当
該
紛
争
に
つ
い
て
終
局
判
決
を
出
し
、
そ
れ
が
確
定
す
れ
ば
、
当
事
者
は
そ
れ
以
後
、

基
準
時
以
前
に
生
じ
て
い
た
事
情
を
持
ち
出
し
て
訴
訟
上
争
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
、
動
的
に
展
開
す
る
「
事
実
的
秩
序
」
た
る
紛
争
が
そ
こ
で
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
、
社
会
的
紛
争
は
、
判
決
を
そ
の
運

動
の
動
力
源
と
し
て
か
え
っ
て
持
続
的
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
当
事
者
の
怒
り
の
感
情
は
当
然
に
残
る
し
、「
事
実
的
秩
序
」
と

し
て
の
紛
争
の
再
生
産
は
な
く
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
判
決
以
前
と
状
況
が
な
に
も
変
わ
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
、

当
事
者
た
ち
は
当
該
の
紛
争
に
つ
い
て
法
的
支
援
を
受
け
る
た
め
の
手
段
を
一
通
り
使
い
尽
く
し
て
い
る
。
当
事
者
が
紛
争
の
蒸
し
返
し
を

し
よ
う
と
し
て
も
、
制
度
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
い
。
他
方
、
こ
の
判
決
は
、
当
事
者
に
対
し
て
、
す
で
に
出
さ
れ
た
判
決
内
容

を
出
発
点
と
し
て
相
手
方
と
の
や
り
取
り
を
整
序
し
な
お
す
こ
と
を
強
く
動
機
づ
け
る
。
確
定
判
決
は
、
勝
訴
し
た
当
事
者
に
対
し
て
重
要
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で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
敗
訴
し
た
当
事
者
に
と
っ
て
も
、
問
題
を
整
理
し
な
お
し
て
、
日
常
の
生
活
と
共
存
可
能
な
形
に
す
る
き
っ
か

け
に
な
る
と
い
う
意
味
は
あ
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
喜
ば
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
無
限
に
争
い
を
続
け
る
ほ
ど
時
間
と
資
金
に
恵
ま
れ
て

い
な
い
現
実
の
人
間
に
と
っ
て
は
、
囚
わ
れ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
問
題
を
離
れ
て
次
の
一
歩
を
踏
み
出
す
た
め
の
重
要
な
契
機
で
あ
る
と

言
っ
て
よ
い
。
紛
争
の
「
制
度
的
解
決
」
の
意
味
を
問
う
と
す
れ
ば
、
当
事
者
が
問
題
か
ら
離
れ
る
た
め
の
次
の
一
歩
を
可
能
に
す
る
と
い

う
と
こ
ろ
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
以
上
は
判
決
を
念
頭
に
考
え
て
み
た
こ
と
だ
が
、
和
解
で
あ
っ
て
も
、
何
の
わ
だ
か
ま
り
も
な
い
和
解

と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
現
実
に
は
な
い
の
で
あ
り
、
判
決
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い

か
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
社
会
的
や
り
取
り
の
成
立
に
関
す
る
社
会
学
の
基
礎
理
論
か
ら
出
発
し
て
、
紛
争
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
社
会
的
や
り
取
り
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
れ
を
前
提
に
、
紛
争
解
決
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、
制
度
は
そ
の
よ
う
な
「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
の
紛

争
の
解
決
に
果
た
し
て
貢
献
し
う
る
の
か
、
し
う
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
な
の
か
を
考
察
し
た
。

法
学
上
の
議
論
は
、
一
般
的
傾
向
と
し
て
紛
争
の
「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
の
側
面
に
関
心
を
持
た
な
い
し
、
そ
れ
を
検
討
の
対
象
に
す

る
こ
と
を
拒
み
さ
え
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
態
度
を
と
り
続
け
れ
ば
、
法
学
は
自
ら
作
り
出
し
た
迷
宮
か
ら
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
抜

け
出
せ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、「
事
実
的
秩
序
」
と
し
て
の
紛
争
の
解
決
に
社
会
学
的
知
見
、
心
理
科
学
的
知
見
を
よ
り

多
く
取
り
込
み
、
制
度
的
解
決
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
小
さ
く
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
が
試
み
た
こ
と
は
、
微

力
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
可
視
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
が
こ
の
試
み
に
成
功
し
て
い
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
、
諸
賢
の
判
断

に
ゆ
だ
ね
た
い
と
思
う
。
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附
記

本
稿
は
、
福
井
康
太
「『
秩
序
』
と
し
て
の
紛
争
」
所
収
『
自
由
と
正
義
の
法
理
念
：
三
島
淑
臣
教
授
古
希
祝
賀
論
文
集
』
成
文
堂
（
二
〇
〇
三
年
）
を
改

め
て
考
察
し
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
１ 

）
福
井
康
太
「『
秩
序
』
と
し
て
の
紛
争
」
所
収
『
自
由
と
正
義
の
法
理
念
：
三
島
淑
臣
教
授
古
希
祝
賀
論
文
集
』
成
文
堂
（
二
〇
〇
三
年
）
四
二
五
―

四
四
二
頁
。

（
２ 

）
本
稿
に
お
い
て
「
秩
序
」
と
は
、
行
動
主
体
の
バ
ラ
バ
ラ
の
行
動
を
整
序
し
、
一
定
程
度
安
定
化
す
る
機
序
の
こ
と
を
言
う
。

（
３ 

）V
gl. z. B., M

ax W
eber, Soziologische Grundbegriffe, in: W

irtschaft und G
esellschaft, T

übingen （J. C. B. M
ohr

）, 1922, S. 1-30. 

清

水
幾
太
郎
訳
『
社
会
学
の
根
本
概
念
』
岩
波
文
庫
（
一
九
七
二
年
）。

（
４ 

）Siehe zu dieser Problem
stellung, N

. Luhm
ann, „W

ie ist soziale O
rdnung m

öglich?“, in: G
esellschaftsstruktur und Sem

antik, 
Band 2, Frankfurt am

 M
ain （Suhrkam

p

）, 1981, S. 195-285. 

佐
藤
勉
訳
『
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
の
視
座
』
木
鐸
社
（
一
九
八
五
年
）。

（
５ 

）See, T
. H

obbs, Leviathan, O
xford/ N

ew
 Y

ork （O
xford U

niversity Press

）, 1998 （original 1651

）, p. 84. 

永
井
道
雄
・
宗
片
那
義
訳
「
リ

ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
永
井
道
雄
責
任
編
集
『
世
界
の
名
著
28
・
ホ
ッ
ブ
ズ
』
中
央
公
論
社
（
一
九
七
九
年
）
一
五
六
頁
。 See also as to this point, T

. 
Parsons, T

he Structure of Social A
ction, N

ew
 Y

ork/ London 

（T
he Free Press

）, 1968 

（original 1937

）, pp. 89ff. 

稲
上
毅
・
厚
東
洋
輔

訳
『
社
会
的
行
為
の
構
造
１
』
木
鐸
社
（
一
九
七
六
年
）
一
四
八
頁
以
下
。

（
６ 

）
こ
の
状
態
を
、
比
喩
的
に
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
が
極
大
化
し
た
状
態
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

（
７ 

）See, T
. Parsons/ E. Shills （ed.

）, T
ow

ard a G
eneral T

heory of A
ction, Cam

bridge/ M
assachusetts （H

arvard U
niversity Press

）, 
1951, p. 16. 

永
井
道
雄
・
作
田
啓
一
・
橋
本
真
共
訳
『
行
為
の
総
合
理
論
を
め
ざ
し
て
』
日
本
評
論
社
）（
一
九
六
〇
年
）
二
五
頁
。

（
８ 

）Siehe dazu N
. Luhm

ann, Soziale System
e: G

rundriß einer allgem
einen T

heorie, Frankfurt am
 M

ain （Suhrkam
p

）, 1984, S. 148-
149. 

佐
藤
勉
監
訳
『
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
（
上
）』
恒
星
社
厚
生
閣
（
一
九
九
三
年
）
一
五
八
―
一
一
五
九
頁
。

（
９ 

）Siehe. N
. Luhm

ann, ebenda, S. 151-152. 

邦
訳
一
六
二
―
一
六
三
頁
。

（
10 

）V
gl. N

. Luhm
ann, ebenda, S. 155-157. 

邦
訳
一
六
八
―
一
七
〇
頁
。
以
上
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
佐
久
間
政
広
「
社
会
シ
ス
テ
ム
形
成
に
お
け
る

自
己
準
拠
の
問
題
―
ル
ー
マ
ン
の
社
会
シ
ス
テ
ム
概
念
に
つ
い
て
」
佐
藤
勉
編
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
社
会
シ
ス
テ
ム
』
恒
星
社
厚
生
閣
（
一
九

九
七
年
）
二
五
四
―
二
七
四
頁
、
お
よ
び
同
「
ル
ー
マ
ン
の
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
に
お
け
る
行
為
概
念
（
一
）」『
東
北
学
院
大
学
論
集
（
人
間
・
言
語
・

情
報
）』
第
一
〇
二
号
（
一
九
九
二
年
）
六
七
―
九
〇
頁
か
ら
示
唆
を
受
け
て
い
る
。

（86－3－353）
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（
11 

）V
gl. N

iklas Luhm
an, R

echtssoziologie, 3. A
uflage, W

estdeutscher V
erlag 

（1987, original A
uflage, Rohw

ohlt V
erlag 1972

） S. 31-
39. 

邦
訳
・
村
上
淳
一
、
六
本
佳
平
訳
『
Ｎ
．ル
ー
マ
ン 

法
社
会
学
』
岩
波
書
店
（
一
九
七
七
年
）
三
七
―
四
七
頁
。

（
12 
）
人
々
の
や
り
取
り
の
「
形
」
は
、
人
々
が
や
り
取
り
を
す
る
場
合
に
、「
や
り
取
り
主
題
」（
ゼ
マ
ン
テ
ィ
ク
）
の
形
を
と
る
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た

抽
象
的
な
意
味
的
媒
介
物
（
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
一
般
化
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
）
の
形
を
と
る
こ
と
も
あ
る
。Siehe dazu N

. 
Luhm

ann, Soziale System
e, a. a. O

., S. 222 und 224f. 

邦
訳
二
五
四
頁
お
よ
び
二
五
七
頁
。

（
13 

）
様
々
な
小
さ
な
社
会
的
な
す
れ
違
い
の
大
半
が
、
社
会
の
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
正
常
化
圧
力
の
な
か
で
消
滅
し
て
し
ま
う
か
ら
こ
そ
、
社
会
の
安
定
性

は
保
た
れ
て
い
る
。

（
14 

）
例
え
ば
、「
差
別
」
は
構
造
化
さ
れ
た
紛
争
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
づ
け
が
行
わ
れ
れ
ば
、
人
々
は
「
差
別
」
と
し
て
構
造
化
さ
れ
た
パ
タ
ー
ン

の
中
で
問
題
を
受
け
止
め
る
よ
う
に
な
る
。

（
15 

）A
ls einer dazu beispielsvolle T

ext, vgl. F. B. Sim
on, T

ödliche K
onflikte: Zur Selbstorganisation privater und öffentlicher 

K
riege, H

eidelberg （Carl-A
uer-System

e V
erlag

）, 2001.

（
16 

）「
事
実
的
／
規
範
的
」
と
い
う
区
別
は
、
法
学
的
な
も
の
の
見
方
を
投
影
す
る
も
の
で
、
社
会
学
的
に
見
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
観
点
か
ら
出
発
す
る

こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
法
学
的
な
も
の
の
見
方
を
重
視
し
、
む
し
ろ
こ
の
区
別
に
依
拠
す
る
方
が
誤
解
を
生
じ
に
く
い
と
い
う
判
断

か
ら
、
あ
え
て
「
事
実
的
／
規
範
的
」
と
い
う
区
別
を
用
い
て
い
る
。Siehe dazu N

. Luhm
ann, D

as R
echt der G

esellschaft, Frankfurt am
 

M
ain （Suhrkam

p

）, 1993, S. 31-33. A
s to the distinction of norm

ative order/ factual order, see T
. Parsons, T

he Structure of Social 
A

ction, op. cit., pp. 91f. 

邦
訳
一
五
一
頁
以
下
。

（
17 

）
医
療
事
故
紛
争
と
そ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
一
般
に
つ
い
て
、
和
田
仁
孝
・
前
田
正
一
『
医
療
紛
争
―
メ
デ
ィ
カ
ル
・
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
提
案
』
医
学
書
院
（
二
〇
〇
一
年
）。

（
18 

）
職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
大
和
田
敢
太
『
職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
：
な
ぜ
起
こ
り
、
ど
う
対
処
す
べ
き
か
』
中
公
新
書
（
二
〇
一
八
年
）。

（
19 

）
海
渡
雄
一
『
原
発
訴
訟
』
岩
波
新
書
（
二
〇
一
一
年
）。

（
20 

）
師
岡
康
子
『
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
は
何
か
』
岩
波
新
書
（
二
〇
一
三
年
）。

（
21 

）
紛
争
の
動
的
潜
勢
力
が
法
に
向
け
て
跳
ね
返
り
、
法
が
紛
争
の
拡
大
再
生
産
の
一
端
を
担
っ
た
例
と
し
て
、
こ
こ
で
も
ま
た
津
地
裁
「
隣
人
訴
訟
」

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
吉
田
勇
「
近
隣
紛
争
の
社
会
的
波
紋
（
一
）（
二
・
完
）
―
新
聞
報
道
に
現
れ
た
津
地
裁
『
隣
人
訴
訟
』

―
」『
熊
大
法
学
』
第
八
六
号
（
一
九
九
六
年
）
三
一
―
九
六
頁
・
第
八
七
号
（
同
）
三
七
―
八
七
頁
を
参
照
。

（
22 

）
法
哲
学
上
、
実
定
法
は
、
他
の
社
会
的
諸
連
関
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
正
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
、
独
自
の
規
範
的
秩
序
と
し
て
成
り

立
つ
と
さ
れ
、
社
会
的
実
力
や
道
徳
感
情
は
極
力
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
社
会
学
的
に
言
い
換
え
れ
ば
、
実
定
法
は
、

（法政研究 86－3－354）
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紛
争
の
動
的
潜
勢
力
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
で
、
独
自
の
規
範
的
秩
序
と
し
て
自
立
化
し
、
分
出
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
よ

り
詳
し
く
は
、
た
と
え
ば
田
中
成
明
『
法
理
学
講
義
』
有
斐
閣
（
一
九
九
四
年
）
一
三
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
23 
）A

s to the fragm
entation and norm

alization of the conflict, see E. Christodoulidis, Law
 and R

eflexive Politics, D
ordrecht/ 

Boston/ London （K
luw

er A
cadem

ic Publishers

）, 1998, pp. 187-210 （Chap. 13

） and 211-224 （Chap. 14

）. 

角
田
猛
之
・
石
前
禎
幸
編
訳『
共

和
主
義
法
理
論
の
陥
穽
』
晃
洋
書
房
（
二
〇
〇
二
年
）
一
六
六
―
一
九
三
頁
お
よ
び
一
九
四
―
二
〇
六
頁
。

（
24 

）Siehe dazu N
. Luhm

ann, D
as Recht der Gesellschaft, a. a. O

., S. 207ff. Zu dieser totalen Fragestellung, vgl. ders., Legitim
ation 

durch V
erfahren, 3. A

ufl., Frankfurt am
 M

ain 

（Suhrkam
p

）, 1993 

（O
riginal 1969

） S. 55-136. 

今
井
弘
道
訳
『
手
続
を
通
し
て
の
正
統
化
』

風
行
社
（
一
九
九
〇
年
）
六
三
―
一
三
四
頁
。

（86－3－355）


