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序
人
文
社
会
科
学
に
お
け
る
根
本
的
課
題
の
一
つ
は
、
人
間
営
為
の
主
演
性
／
行
為
主
体
性
(agency)と
構
造
(structure)を
主
題
と

し
て
と
り
あ
げ
両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る(1
)。
人
間
の
行
為
と
思
惟
を
形
成
す
る
文
脈
･枠
組
と
し
て
、
理
論
構
成
い
か

ん
に
よ
っ
て
は
主
体
性
･主
観
性
の
契
機
を
徹
底
的
に
消
去
す
る
客
観
的
法
則
と
し
て
振
る
舞
う
構
造
。
既
存
の
構
造
に
常
に
既
に
抵
抗

し
て
と
き
に
こ
れ
か
ら
横
溢
し
、
か
え
っ
て
構
造
を
新
し
く
作
り
変
え
る
自
由
、
歴
史
(彼
の
物
語
)の
主
役
を
演
ず
る
権
利
を
留
保
す
る

人
間
。
あ
る
い
は
、
文
脈
に
よ
っ
て
意
味
を
与
え
ら
れ
る
主
体
と
、
構
造
を
制
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
本
質
的
な
意
味
に
お
い
て
自

己
実
現
を
な
す
主
体
。
人
間
主
体
と
社
会
構
造
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
人
間
が
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い

て
人
間
で
あ
る
の
か
、
よ
り
本
質
的
な
意
味
で
人
間
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
観
念
は
様
々
な
相
貌
を
見
せ
る
。

本
稿
は
、
Roberto
U
nger(2

)の
構
造
概
念
―
形
成
的
構
造

form
ative
context
(3
)―
が
、
右
の
よ
う
な
根
本
課
題
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕

Roberto
U
ngerの
構
造
論
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト

吾

妻

聡
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て
い
る
の
か
を
書
き
留
め
た
ノ
ー
ト
で
あ
る
。
適
宜
(U
nger流
の
)批
判
法
学(4

)の
知
見
を
挿
入
し
な
が
ら
、
抽
象
的
な
議
論
の
行
間
を

埋
め
て
ゆ
く
。
周
知
の
よ
う
に
二
十
世
紀
正
義
論
の
文
脈
で
は
、
社
会
の
基
本
構
造
こ
そ
が
根
本
課
題
で
あ
る
こ
と
は
John
Raw
lsを

嚆
矢
と
し
て
強
調
さ
れ(5

)、
規
範
理
論
の
復
権
が
、
個
々
の
行
為
･判
断
の
正
当
化
論
と
い
う
よ
り
も
社
会
の
基
本
的
仕
組
の
説
明
･正
当
化

論
と
し
て
構
造
-原
理
論
的
転
回
を
見
せ
つ
つ
な
さ
れ
た(6

)。
同
様
に
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
構
造
探
究
の
根
元
に
遡
れ
ば
、
古
典

的
社
会
理
論
家
た
ち
の
仕
事
に
た
ど
り
着
く(7

)。
そ
の
意
味
で
近
･現
代
思
想
は
、
〝社
会
の
発
見
〟以
降
、
《構
造
と
い
う
主
題
》を
忘
れ
た

こ
と
は
な
い
。
多
様
な
社
会
･文
化
が
出
会
い
衝
突
し
、
と
き
に
学
び
合
う
近
代
･現
代
と
い
う
文
脈
は
、
各
社
会
の
個
性
を
形
作
る
基
本

構
造
を
考
察
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
教
え
て
来
た
。
し
か
し
な
が
ら
、こ
の
テ
ー
マ
の
本
質
的
洞
察
が
徹
底
化
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
構
造
の
追
究
を
課
題
と
し
て
き
た
諸
理
論
こ
そ
が
、
方
法
論
上
の
誤
謬
や
偏
見
に
よ
っ
て
構
造
を
主
題
と
す
る
こ
と
の
意
味
を

曖
昧
な
も
の
に
し
て
来
た
。
本
稿
が
そ
の
ア
イ
デ
ア
を
書
き
留
め
る
U
ngerは
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
考
え
る
。

本
ノ
ー
ト
は
、
Roberto
U
ngerの
構
造
論
の
意
義
を
知
る
た
め
に
、
こ
れ
と
密
接
に
関
わ
る
U
nger社
会
形
成
理
論
･社
会
変
革
理

論
上
の
基
本
概
念
･範
疇
を
語
句
説
明
的
に
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
す
る
。
主
な
名
辞
は
以
下
で
あ
る
。
〝形
成
的
構
造
(form
ative
context)〟

と
〝定
型
的
行
為
(form
ed
routine)〟、
〝構
造
物
神
崇
拝
(structure
fetishism
)〟と
〝制
度
物
神
崇
拝
(institutionalfetishism
)〟、

〝否
定
的
創
造
力
(negative
capability)〟〝進
歩
主
義
の
根
本
理
念
(radicalcause)〟、
な
ど
で
あ
る
。
制
度
物
神
崇
拝
･構
造
物
神
崇

拝
と
い
う
概
念
か
ら
始
め
よ
う
。

(1
)
Cf.PIO
T
R
SZT
O
M
PK
A
ED
.,A
GA
N
CY
A
N
D
ST
RU
CT
U
RE
:REO
RIEN
T
IN
G
SO
CIA
L
TH
EO
RY
(1994)
;M
A
RGA
RET
A
RCH
ER
,REA
LIST
SO
CIA
L

TH
EO
RY
:TH
E
M
O
RPH
O
GEN
ET
IC
A
PPRO
A
CH
(1995);近
年
の
論
攷
と
し
て
、
清
水
習
『構
造
と
主
体
』(晃
洋
書
房
、
二
〇
一
七
年
)。

(2
)
UN
GER
,R.M
.(1976),LA
W
IN
M
O
D
ERN
SO
CIERY
:TO
W
A
RD
A
CRIT
ICISM
O
F
SO
CIA
L
TH
EO
RY
[LM
S]

―
―
(1984),PA
SSIO
N
:A
N
ESSA
Y
O
N
PERSO
N
A
LIT
Y
[PA
SSIO
N
]
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―
―
(1986),TH
E
CRIT
ICA
L
LEGA
L
ST
U
D
IES
M
O
V
EM
EN
T
[CLSM
]

―
―
(1987),FA
LSE
NECESSIT
Y
:A
N
T
I-NECESSIT
A
RIA
N
SO
CIA
L
TH
EO
RY
IN
T
H
E
SERV
ICE
O
F
RA
D
ICA
L
DEM
O
CRA
CY
[FN
]

―
―
(1987),SO
CIA
L
TH
EO
RY
:IT
S
SIT
U
A
T
IO
N
A
N
D
IT
S
TA
SK
[ST
]

―
―
(1996),W
H
A
T
SH
O
U
LD
LEGA
L
A
N
A
LY
SIS
BECO
M
E
?[W
SLA
B]

―
―
(1997),DEM
O
CRA
CY
REA
LIZED
:TH
E
PRO
GRESSIV
E
A
LT
ERN
A
T
IV
E
[D
R]

―
―
(2007),TH
E
SELF
A
W
A
K
EN
ED
:PRA
GM
A
T
ISM
UN
BO
U
N
D
[SA
]

―
―
(2007),FREE
TRA
D
E
REIM
A
GIN
ED
:TH
E
W
O
RLD
DIV
ISO
N
O
F
LA
BO
R
A
N
D
T
H
E
M
ET
H
O
D
O
F
ECO
N
O
M
ICS[FT
R]

―
―
(2009),TH
E
LEFT
A
LT
ERN
A
T
IV
E
[LA
]

―
―
(2014),TH
E
RELIGIO
N
O
F
T
H
E
FU
T
U
RE
[RF]

―
―
(2015),TH
E
CRIT
ICA
L
LEGA
L
ST
U
D
IES
M
O
V
EM
EN
T
:A
N
O
T
H
ER
TIM
E
,A
GREA
T
ER
TA
SK
[A
N
O
T
H
ER
TIM
E
]

(3
)
本
文
Ⅱ
｢脱
自
然
化
さ
れ
た
社
会
理
論
の
諸
テ
ー
マ
｣以
下
を
参
照
。

(4
)
参
照
、
拙
稿
｢Roberto
U
ngerの
批
判
法
学
批
判
―
―
『批
判
法
学
運
動
』に
お
け
る
形
式
主
義
批
判
･客
観
主
義
批
判
に
つ
い
て
の
覚
書
―
―
｣岡

山
大
学
法
学
会
雑
誌
第
六
五
巻
第
二
号
(二
〇
一
五
年
)一
-七
四
頁
。

(5
)
John
Raw
ls,T
he
Basic
Structure
as
Subjectin
PO
LIT
ICA
L
LIBERA
LISM
(1993)at257-288.

(6
)
Cf.Iris
M
arion
Y
oung,T
aking
Basic
Structure
Seriously,PERSPECT
IV
E
O
N
PO
LIT
ICS,M
arch
2006,V
ol.4
no.1
at91-97.

(7
)
UN
GER
,LM
S
Chapter
1
&
4.Cf.拙
稿
｢Roberto
U
ngerの
法
社
会
理
論
：
そ
の
方
法
論
的
考
察
(一
)―
―
制
度
構
想
の
法
学
第
二
の
序
説

―
―
｣岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
第
六
一
巻
第
四
号
(二
〇
一
一
年
)六
四
八
-六
五
四
頁
。

Ⅰ

制
度
物
神
崇
拝
と
構
造
物
神
崇
拝(8

)：
社
会
創
造
･制
度
構
想
の
躓
き
の
二
つ
の
石

生
ま
れ
落
ち
生
を
営
む
こㅡ

のㅡ

構
造
･文
脈
に
対
す
る
私
た
ち
の
構
え
･態
度
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
／
あ
る
こ
と
が
で
き
る

か
。
U
ngerが
一
連
の
著
作
を
通
し
て
訴
え
て
来
た
の
は
、
か
か
る
テ
ー
マ
こ
そ
人
間
の
知
的
営
為
の
第
一
課
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る(9
)。
西
洋
哲
学
の
伝
統
に
対
し
て
〝脱
自
然
化
さ
れ
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
〟の
見
地
か
ら
格
闘
し
よ
う
と
し
た
著
作
『覚
醒
し
た
自
我
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(TH
E
SELF
A
W
A
K
EN
ED
)』(二
〇
〇
六
)の
冒
頭
で
、
U
ngerは
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

｢社
会
と
文
化
に
お
け
る
人
間
の
生
と
い
う
最
も
直
接
的
な
文
脈
は
、
或
る
大
き
な
世
界
―
―
自
然
、
宇
宙
、
存
在
―
―
の
中
の
小

さ
な
場
所
に
す
ぎ
な
い
、
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
に
想
像
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
思
考
習
慣
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら

大
き
な
世
界
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
そ
う
し
た
私
た
ち
の
思
考
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
哲

学
的
立
場
を
定
義
す
る
際
に
最
も
重
要
と
な
る
。
私
た
ち
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
、
私
た
ち
が
作
り
出
し
た
構
築
物
[社
会
]に
対
す

る
私
た
ち
の
関
係
を
思
考
す
る
こ
と
は
、
[こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
]付
随
的
な
問
題
に
過
ぎ
な
い
。
／
そ
う
で
は
な
い
。
私
た
ち
と

私
た
ち
の
行
為
と
が
出
発
点
で
あ
る
。
そ
の
他
の
残
余
は
あ
く
ま
で
も
残
余
で
あ
る
。
私
た
ち
の
最
も
持
続
的
で
最
も
力
強
い
希
求

と
利
益
は
、
私
た
ち
自
身
に
、
そ
し
て
私
た
ち
の
相
互
関
係
に
関
わ
っ
て
い
る
。｣(10
)([
]の
挿
入
は
筆
者
に
よ
る
。)

こ
う
し
た
、
自
然
よ
り
も
あ
く
ま
で
〝人
間
と
社
会
〟こ
そ
が
人
間
に
と
っ
て
の
根
本
課
題
だ
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
社
会
･文
化
の

創
造
と
い
う
人
間
営
為
―
―
す
な
わ
ち
政
治
―
―
へ
の
示
唆
と
い
う
切
り
口
に
よ
っ
て
、
思
想
上
の
立
場
が
次
の
よ
う
に
学
問
的
慣
習
に

囚
わ
れ
な
い
か
た
ち
で
分
類
さ
れ
る(11
)。
す
な
わ
ち
、
冒
頭
の
問
い
(｢生
ま
れ
落
ち
て
生
を
営
む
特
定
の
構
造
･文
脈
に
対
す
る
私
た
ち
の

構
え
･態
度
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
／
あ
る
こ
と
が
で
き
る
か
｣)に
は
、
従
来
次
の
よ
う
な
選
択
肢
が
与
え
ら
れ
て
来
た
。

第
一
は
、
Plato
の
名
で
代
表
さ
れ
る
選
択
肢
で
あ
る
。
今
こ
こ
の
社
会
･文
化
を
超
越
し
た
真
正
･深
遠
な
る
秩
序
に
接
近
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
信
念
を
基
底
に
し
て
、
こ
の
事
実
か
つ
価
値
の
高
次
の
秩
序
の
観
点
か
ら
社
会
構
造
へ
評
価
的
判
断
を
与
え
よ
う
と
す
る

行
き
方
で
あ
る
。
こ
の
方
向
性
の
困
難
は
、
端
的
に
、
現
実
の
人
間
･社
会
関
係
に
志
向
せ
ざ
る
を
得
な
い
私
た
ち
の
愛
着
･希
求
に
正
当
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な
位
置
を
与
え
な
い
こ
と
に
あ
る
。
第
二
は
、
K
antの
名
で
代
表
さ
れ
る
選
択
肢
で
あ
る
。
既
存
の
制
度
や
信
念
を
評
価
す
る
不
変
の

命
題
を
、
超
越
的
秩
序
に
で
は
な
く
人
間
経
験
そ
れ
自
体
か
ら
の
推
論
と
構
成
に
求
め
る
と
い
う
方
向
で
あ
る
―
―
｢人
間
が
基
準
で
あ

る
。
私
た
ち
は
そ
れ
以
外
に
は
何
も
有
し
て
い
な
い
｣(12

)―
―
。
し
か
し
な
が
ら
、
提
案
さ
れ
る
命
法
は
、
実
生
活
上
の
指
針
を
提
供
す
る

内
容
を
持
つ
場
合
に
は
不
変
的
と
は
言
い
難
く
、
不
変
性
に
適
う
と
見
え
る
場
合
に
は
過
度
に
抽
象
的
で
内
容
空
疎
で
あ
る
だ
ろ
う
。

人
間
の
歴
史
的
存
在
性
を
結
局
は
わ
ず
か
に
し
か
承
認
で
き
な
い
右
の
第
二
の
立
場
は
そ
の
批
判
と
し
て
次
の
第
三
の
選
択
肢
を
導

く
。
H
egelあ
る
い
は
M
arx
そ
の
他
の
社
会
理
論
家
た
ち
の
思
想
で
代
表
さ
れ
る
立
場
で
あ
る
。
歴
史
と
は
人
間
･人
類
が
本
来
的
な

自
己
(〝自
由
〟)を
知
り
実
現
し
て
ゆ
く
(よ
う
導
か
れ
る
必
然
の
)過
程
で
あ
る
。
こ
う
し
た
過
程
に
お
け
る
人
間
の
振
る
舞
い
は
、
〝意

識
〟な
い
し
は
〝制
度
〟の
諸
類
型
と
し
て
展
開
し
、
人
間
は
こ
れ
ら
を
め
ぐ
っ
て
思
惟
し
格
闘
し
な
が
ら
自
己
把
持
の
歴
史
を
形
成
し
て

ゆ
く
。
こ
う
し
た
歴
史
の
発
展
法
則
と
そ
の
最
終
地
点
の
予
感
こ
そ
が
／
こ
れ
の
み
が
、既
存
の
構
造
に
対
す
る
評
価
基
準
を
提
供
す
る
。

だ
が
こ
の
立
場
は
、
構
造
の
歴
史
的
偶
有
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
人
々
の
変
革
意
欲
を
掻
き
立
て
た
そ
の
瞬
間
に
、
｢予
め
決
定
づ
け
ら

れ
た
歴
史
｣と
い
う
教
説
に
よ
っ
て
構
想
力
･自
由
意
志
の
意
義
を
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
切
り
詰
め
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
第
四
の
選
択
肢

は
、
構
造
･文
脈
の
偶
有
性
を
よ
り
十
全
に
認
め
た
上
で
、
だ
が
こㅡ

のㅡ

社
会
と
文
化
以
外
に
こㅡ

のㅡ

制
度
･実
践
･言
説
を
評
価
す
る
た
め
の

参
照
枠
組
は
存
在
し
な
い
と
考
え
る
道
を
採
る
(U
ngerは
こ
の
立
場
を
〝収
縮
し
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
(shrunken
pragm
atism
)〟

と
呼
ぶ
)。
ま
さ
に
私
た
ち
自
身
が
、
私
た
ち
の
経
験
の
う
ち
で
価
値
あ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
区
別
し
決
断
を
下
さ
ね
ば
な

ら
な
い
。
当
然
な
が
ら
こ
の
立
場
は
、
い
か
な
る
構
造
が
望
ま
し
い
の
か
に
つ
い
て
の
ど
の
よ
う
な
指
針
も
方
向
性
も
与
え
る
こ
と
は
な

い
の
だ
が
、
U
ngerが
特
に
強
調
す
る
こ
の
立
場
の
問
題
は
、
構
造
の
構
成
内
容
content
の
善
悪
に
関
す
る
不
可
知
論
･反
基
礎
付
主
義
に
拘
泥

す
る
あ
ま
り
、
構
造
の
性
質

characterの
変
革
可
能
性
と
い
う
着
想
を
得
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
本
ノ
ー
ト
の
以
下
で
の
焦
点
の
一
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つ
は
、
こ
う
し
た
〝構
造
の
質
〟に
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
U
ngerの
構
造
概
念
を
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
し
、
右
の
各
立
場
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
思
想
的
伝
統
は
、
構
造
へ
の
知
的
構
え
に
関
し
て
、
―
―
語
弊
を
厭
わ
ず
そ
れ
ぞ
れ
に
名
辞
を
付
せ
ば
―
―
｢超
越

的
批
判
｣、
｢超
越
論
的
批
判
｣、
｢歴
史
主
義
的
･進
化
論
的
批
判
｣、
｢反
基
礎
付
主
義
的
批
判
｣と
い
う
大
き
な
オ
プ
シ
ョ
ン
を
私
た
ち
に

与
え
て
来
た
。
こ
う
し
た
人
間
と
社
会
に
つ
い
て
の
理
論
的
構
え
は
、
批
判
･全
面
的
闘
争
･抵
抗
･閉
塞
感
･甘
受
･諦
観
･無
関
心
な
ど
、

社
会
関
係
･社
会
構
造
に
対
す
る
様
々
な
実
践
的
態
度
･政
治
的
振
る
舞
い
を
生
み
出
す
。
歴
史
法
則
が
抗
い
難
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
人

間
の
自
由
を
奪
っ
て
そ
の
内
に
幽
す
る
檻
の
よ
う
な
構
造
を
創
出
す
る
方
向
に
あ
る
と
理
論
が
予
言
す
る
と
き
に
は
(e.g.W
eberに
お

け
る
脱
魔
術
化
･合
理
化
)、
人
々
は
陰
鬱
と
し
た
閉
塞
感
に
耐
え
る
強
さ
な
い
し
は
粛
々
と
今
こ
こ
を
生
き
る
べ
き
諦
観
を
教
え
ら
れ
、

逆
に
、
法
則
は
確
か
に
不
可
逆
で
あ
る
が
、
希
望
に
満
ち
溢
れ
た
方
向
性
を
指
し
示
し
て
い
る
と
知
が
示
唆
す
る
と
き
に
は
(e.g.

T
ocqueville
に
お
け
る
民
主
化
)、
自
分
た
ち
の
社
会
を
誇
る
活
気
と
勇
気
、
あ
る
い
は
来
た
る
べ
き
社
会
の
観
点
か
ら
信
念
を
持
っ
て

時
代
を
吟
味
す
る
旺
盛
な
批
判
精
神
を
与
え
ら
れ
て
来
た
。

本
研
究
ノ
ー
ト
の
主
題
―
―
Roberto
U
nger社
会
理
論
に
お
け
る
構
造
概
念
を
闡
明
す
る
こ
と
―
―
に
直
接
関
係
す
る
の
は
、
人

間
社
会
の
歴
史
性
へ
の
洞
察
を
深
め
た
立
場
、
す
な
わ
ち
第
三
と
第
四
で
あ
る
。
第
三
は
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
H
egel、
M
arx、

W
eberと
い
っ
た
固
有
名
で
代
表
さ
れ
る
歴
史
の
必
然
的
発
展
の
物
語
を
基
底
に
し
た
社
会
意
識
論
･社
会
構
造
論
で
あ
る
(無
論
、
巨

人
の
仕
事
の
複
雑
性
は
こ
う
し
た
特
徴
付
け
を
常
に
超
え
出
て
い
る
。
あ
く
ま
で
理
念
型
的
な
も
の
で
あ
る
)。
第
四
は
、
U
ngerに

し
た
が
っ
て
固
有
名
を
付
け
加
え
れ
ば
、
例
え
ば
W
ittgenstein
や
Sartre
の
名
で
代
表
さ
れ
る
｢偶
有
的
文
脈
の
枠
内
で
の
遊
戯
な

い
し
は
抵
抗
こ
そ
が
自
由
の
本
質
で
あ
る
｣と
い
う
教
説
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
H
egelと
M
arx(し
か
も
W
eber)を
同
じ
穴
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の
狢
に
、
W
ittgenstein
と
Sartre
を
同
様
に
同
じ
穴
の
貉
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
と
い
う
整
理
の
仕
方(13

)に
は
大
き
な
異
論
が
(と
い
う

よ
り
も
、
意
味
不
明
だ
と
の
嘲
笑
す
ら
)あ
り
得
る
。
だ
が
構
造
物
神
崇
拝
と
制
度
物
神
崇
拝
と
い
う
観
念
を
基
底
に
し
た
場
合
、

U
ngerの
問
題
意
識
と
類
型
論
は
筋
の
通
っ
た
興
味
深
い
も
の
と
な
る
。
U
ngerの
社
会
変
革
理
論
は
、
右
の
選
択
肢
群
に
示
唆
さ
れ

た
、
｢超
越
的
な
観
点
｣｢人
間
経
験
の
内
在
的
制
約
･本
質
的
条
件
が
導
く
不
変
の
法
則
｣｢必
然
的
な
歴
史
の
発
展
法
則
･不
可
逆
的
な
歴

史
の
流
れ
｣な
ど
と
い
っ
た
概
念
装
置
に
基
く
こ
と
な
し
に
―
―
ま
た
、
必
然
性
･可
能
性
･偶
然
性
と
い
う
法
性

m
odality

の
意
味
の
再
構
築
を
も

試
み
つ
つ(13

)―
―
社
会
批
判
を
展
開
し
、
か
つ
社
会
変
化
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
識
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
う
し
た
目
論

見
を
別
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
、
社
会
理
論
を
構
造
物
神
崇
拝
及
び
制
度
物
神
崇
拝
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

あ
る
。

制
度
物
神
崇
拝
(institutionalfetishism
)
｢社
会
は
人
工
物
で
あ
る(15
)｣こ
と
を
宣
言
し
て
誕
生
し
た
近
代
社
会
理
論
の
洞
察
を
曇

ら
せ
る
二
つ
の
誤
っ
た
意
識
が
〝制
度
物
神
崇
拝
〟と
〝構
造
物
神
崇
拝
〟で
あ
る
。
制
度
物
神
崇
拝
と
は
、
歴
史
的
偶
然
の
産
物
で
あ
る
特

定
の
制
度
的
仕
組
(市
場
を
構
成
す
る
制
度
的
仕
組
、
政
治
過
程
を
構
成
す
る
制
度
的
仕
組
、
家
族
な
ど
の
私
的
空
間
を
形
成
す
る
制
度

的
仕
組
な
ど
)と
自
由
･平
等
･連
帯
と
い
っ
た
抽
象
的
な
社
会
的
理
想
と
を
同
一
視
す
る
意
識
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
偶
然
の
産
物
で
あ

る
は
ず
の
諸
制
度
を
抽
象
的
理
想
と
一
対
一
で
対
応
す
る
｢理
念
の
現
実
化
｣と
観
る
思
惟
で
あ
る
。

例
え
ば
、
古
典
的
自
由
主
義
者
に
と
っ
て
｢市
場
｣と
は
、
人
々
が
自
己
利
益
を
｢自
由
｣に
追
求
し
つ
つ
他
者
と
取
引
関
係
を
結
ぶ
(｢共

同
｣す
る
)と
い
う
意
味
に
お
い
て
人
間
営
為
･人
間
関
係
の
理
想
表
象
そ
の
も
の
で
あ
る
の
み
で
は
な
い
。
市
場
を
中
軸
と
し
た
社
会
の

発
展
は
、
他
の
時
代
･他
の
場
所
に
見
ら
れ
る
諸
制
度
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
近
代
と
い
う
こ
の
時
代
の
･こ
の
西
洋
社
会
に
お
い
て
登
場

し
た
所
有
･契
約
の
制
度
的
仕
組
―
―
あ
ら
ゆ
る
権
限
を
統
合
し
た
所
有
(consolidated
property)、
及
び
意
思
主
義
に
基
づ
い
た
古
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典
的
契
約
(classicalcontract)―
―
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
基
本
的
仕
組
こ
そ
が
市
場
の
本
来
的
･自
然

的
顕
現
に
他
な
ら
な
い
。
制
度
物
神
崇
拝
の
意
識
に
毒
さ
れ
た
古
典
的
自
由
主
義
者
は
、こ
の
よ
う
に
し
て
、或
る
制
度
的
仕
組
(｢現
実
｣)

は
人
間
社
会
の
理
想
(｢理
念
｣)の
顕
現
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
を
基
底
と
す
る
学
知
お
よ
び
実
践
知
の
体
系
を
形
成
し
、
社
会
全
体

の
有
り
様
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゆ
く
。

教
条
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
も
ま
た
、
全
く
同
じ
制
度
的
仕
組
(古
典
的
契
約
と
統
合
的
所
有
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
市
場
の
基
本
構
造
)

を
、
歴
史
の
発
展
法
則
に
従
っ
て
｢必
然
的
｣に
出
現
す
る
次
の
社
会
体
制
(｢社
会
主
義
｣)へ
と
到
る
た
め
の
｢必
要
不
可
欠
｣な
中
途
段
階

の
本
質
的
土
台
(｢資
本
主
義
｣の
生
産
様
式
)で
あ
る
と
考
え
る
点
に
お
い
て
、
同
様
の
制
度
物
神
崇
拝
に
毒
さ
れ
て
い
る
。
端
的
に
、
資

本
主
義
社
会
の
中
枢
を
な
す
市
場
の
本
質
的
構
造
は
、
古
典
的
自
由
主
義
が
考
え
る
そ
れ
(古
典
的
契
約
と
統
合
的
所
有
)に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
て
い
る
と
想
定
し
た
上
で
、
こ
の
土
台
の
廃
棄
な
い
し
は
周
辺
化
へ
と
向
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
(後
述
Ⅲ
(三
)以
下
も
参
照
)。

U
ngerは
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
典
型
と
す
る
歴
史
の
発
展
法
則
や
社
会
の
形
成
法
則
と
い
っ
た
｢必
然
性
の
論
理
｣に
基
づ
い
て
社
会
変

化
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
理
論
傾
向
を
〝深
層
構
造
理
論
(deep
structure
theories)〟あ
る
い
は
〝深
層
論
理
理
論
(deep
logic
theo-

ries)(16
)〟と

呼
ん
で
批
判
と
再
構
築
の
対
象
と
し
、
〝偽
り
の
必
然
性
(false
necessity)〟か
ら
解
放
さ
れ
た
社
会
変
革
理
論
を
構
築
す

る
こ
と
が
急
務
の
課
題
で
あ
る
と
論
じ
て
来
た
。

加
え
て
、
既
存
の
制
度
枠
組
の
内
部
で
の
利
益
の
最
大
化
や
当
該
枠
組
に
基
礎
付
け
て
正
当
化
さ
れ
る
理
念
の
実
現
を
課
題
と
す
る
、

U
ngerが
〝実
証
主
義
社
会
科
学
(positivistsocialscience)(17
)〟と
呼
ぶ
知
的
傾
向
や
実
務
家
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
思
考
様
式
も
ま
た
制

度
物
神
崇
拝
的
意
識
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
実
証
主
義
者
た
ち
に
と
っ
て
既
存
の
制
度
的
仕
組
は
、
そ
の
正
当
性
を
疑
っ
た
と
こ
ろ

で
学
問
的
･実
践
的
発
展
に
益
す
る
と
こ
ろ
の
少
な
い
所
与
･暗
黙
の
前
提
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
端
的
に
《市
場
は
市
場
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で
あ
り
、
所
有
は
所
有
で
あ
り
、
そ
し
て
契
約
は
契
約
に
他
な
ら
な
い(18

)》の
で
あ
る
―
―
既
存
の
共
通
言
語
慣
習
を
敢
え
て
逸
脱
し
て
、

論
者
独
自
の
定
義
で
無
用
の
混
乱
を
招
来
す
る
こ
と
こ
そ
が
疑
わ
し
い
知
的
態
度
で
あ
る
―
―
。
こ
の
よ
う
に
制
度
物
神
崇
拝
の
意
識

は
、
社
会
構
造
な
い
し
枠
組
を
意
識
的
に
探
求
の
対
象
と
す
る
理
論
傾
向
に
お
い
て
も
(深
層
構
造
理
論
に
よ
る
自
然
化
･必
然
化
さ
れ
た

構
造
)、
社
会
構
造
を
批
判
的
考
察
の
埒
外
に
あ
る
所
与
の
前
提
と
す
る
理
論
傾
向
に
お
い
て
も
(実
証
主
義
社
会
科
学
に
よ
る
構
造
論
の

放
棄
と
忘
却
)、
同
様
の
危
険
性
を
伴
っ
て
論
者
の
思
考
を
捕
ら
え
得
る
。

二
十
世
紀
は
(こ
と
に
ア
メ
リ
カ
で
は
)、
法
学
が
大
学
(ロ
ー
･ス
ク
ー
ル
)･裁
判
所
と
い
う
制
度
基
盤
を
得
て
力
強
い
知
識
と
な
り
、

制
度
物
神
崇
拝
の
隠
伏
と
し
た
影
響
力
に
い
わ
ば
加
勢
し
て
し
ま
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
U
ngerは
診
る
。
(も
ち
ろ
ん
、
法
学
者
た
ち

に
は
そ
の
よ
う
な
自
己
認
識
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
理
論
は
じ
め
他
の
諸
学
か
ら
自
立
し
た
独
自
の
規
範
領
域
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
を

誇
る
も
の
で
は
あ
る
が
。)U
ngerが
『批
判
法
学
運
動(19
)』と
い
う
著
作
の
中
で
〝形
式
主
義(20
)･客
観
主
義(21
)〟の
名
辞
で
批
判
し
た
法
学
の
支
配

的
傾
向
(法
の
合
理
化(22

)あ
る
い
は
糖
衣
化
hum
anization,sugarcoating
project(23

)の
傾
向
)は
、
右
の
(ａ
)特
定
の
基
本
的
諸
制
度
は

人
間
の
知
性
に
よ
っ
て
認
識
･発
見
で
き
か
つ
理
性
に
よ
っ
て
正
当
化
で
き
る
社
会
形
式
の
客
観
的
顕
現
で
あ
る
(道
徳
秩
序
あ
る
い
は
経

済
法
則
の
必
然
的
表
現
で
あ
る
)と
の
制
度
物
神
崇
拝
の
信
念
を
明
に
暗
に
持
ち
(客
観
主
義
)、
(ｂ
)法
学
方
法
論
と
し
て
目
的
論
的
解

釈
(原
理
論
法
な
い
し
は
政
策
論
法
に
よ
る
〝理
に
適
っ
た
精
緻
化
(reasoned
elaboration)〟)を
採
用
し
て
こ
う
し
た
信
念
に
確
か
に

沿
っ
た
か
た
ち
へ
と
実
定
法
全
体
を
整
序
し
体
系
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
作
用
を
持
つ
(形
式
主
義
)。
こ
う
し
て
、
実
務
や
市
民
生
活
の
中

で
生
起
す
る
諸
制
度
の
〝例
外
的
な
〟実
験
･提
案
は
正
当
な
評
価
を
与
え
ら
れ
ず
に
否
定
の
対
象
と
な
る
結
果
、
市
場
の
基
本
的
制
度
構

造
は
最
終
的
に
、
先
の
古
典
的
契
約
と
統
合
的
所
有
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
相
貌
が
整
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う

し
て
制
度
物
神
崇
拝
の
信
仰
は
、
法
学
の
手
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
る
(リ
ア
ル
な
も
の
と
な
る
)の
で
あ
る
。
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U
ngerが
こ
う
し
た
知
的
傾
向
を
｢物
神
崇
拝
｣と
い
う
劇
し
い
概
念
で
攻
撃
す
る
の
は
、
こ
の
信
念
･先
入
見
が
、
私
た
ち
―
―
民
主

社
会
の
主
役
と
し
て
の
市
民
―
―
の
制
度
構
想
力
(institutionalim
agination)の
発
展
を
阻
害
す
る
か
ら
で
あ
り
、
構
想
力
の
枯
渇
こ

そ
が
人
間
社
会
に
と
っ
て
の
最
大
の
危
機
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
冒
頭
の
哲
学
的
立
場
の
範
疇
化
が
意
味
を
な
す
の
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に

お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
制
度
物
神
崇
拝
の
意
識
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
市
民
は
、
市
場
及
び
政
治
過
程
そ
の
他
の
主
要
活
動
領
域
の

基
本
的
な
制
度
的
仕
組
は
別
様
に
構
想
可
能
で
あ
る
と
い
う
着
想
、
実
社
会
で
は
常
に
様
々
な
社
会
実
験
が
別
様
の
可
能
性
の
萌
芽
と
し

て
生
起
し
て
い
る
と
い
う
発
見
を
予
め
封
じ
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
《基
本
構
造
は
｢こ
の
｣姿
あ
る
い
は
｢い
ま
の
｣流
れ
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
》と
観
念
し
て
し
ま
っ
た
意
識
が
、

｢
信
奉

rationalization｣と
｢
甘
受
resignation｣(あ
る
い
は
｢舞
踏
dance

｣｢闘
争
struggle
｣｢即
妙
的
凌
ぎ

m
uddling
through

｣｢自
己
完
成
を
目
指
す
自
己
破
壊

irony

｣｢逃
走
escapism
｣)の
う
ち
ど
の
態
度
･行
為

を
選
択
す
る
か
は
、
《別
様
の
基
本
的
仕
組
を
創
る
こ
と
が
で
き
る
》と
信
ず
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
既
存
社
会
の
内
部
に
お
け
る
処
世
術

上
の
区
別
と
し
て
は
意
味
を
な
す
に
し
て
も
社
会
理
論
上
の
本
質
的
な
差
異
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
、と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
制
度
物
神
崇
拝
に
毒
さ
れ
た
社
会
思
想
の
う
ち
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
既
存
の
社
会
構
造
(資
本
主
義
の
生
産
様
式
)に
対
し
て
い
わ

ゆ
る
｢突
破
｣と
い
う
創
造
的
･革
新
的
態
度
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
は
な
い
か
。
だ
が
こ
れ
が
難
し
い
、
と
い
う
こ
と
を
説
明
す

る
概
念
が
構
造
物
神
崇
拝
で
あ
る
。

構
造
物
神
崇
拝
(structure
fetishism
)
構
造
物
神
崇
拝
は
、
制
度
物
神
崇
拝
に
関
連
す
る
が
よ
り
一
般
的
な
あ
る
い
は
高
次
の
誤

謬
で
あ
る
。
最
も
抽
象
的
に
言
え
ば
、
構
造
は
そ
の
構
成
〝内
容
〟の
み
な
ら
ず
〝性
質
〟も
ま
た
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
観
念
を
認

め
な
い
意
識
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
構
造
の
〝性
質
〟と
は
、
人
間
の
様
々
な
結
び
つ
き
―
―
実
際
的
･経
済
的

practiacl

関
係
、
情
緒
的

em
otional

関
係
、

そ
し
て
知
的
･相
互
理
解
的

intellectual

関
係
―
―
の
あ
り
方
に
つ
い
て
構
造
が
〝縛
り
(限
界
･制
約
)〟を
与
え
て
く
る
程
度
･強
さ
の
こ
と
を
言
い
、
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つ
ま
り
構
造
に
対
す
る
人
間
の
自
由
度
(批
判
の
自
由
･変
革
の
自
由
)の
大
き
さ
を
言
う
。
U
nger理
論
に
お
け
る
社
会
制
度
の
徳
を
表

す
〝柔
軟
性

plasticity

〟が
こ
れ
に
直
接
的
に
関
係
す
る
。
す
な
わ
ち
構
造
物
神
崇
拝
者
は
、
構
造
(及
び
こ
れ
を
構
成
す
る
諸
制
度
)は
、
人
間
の
相

互
の
結
び
つ
き
の
形
に
つ
い
て
多
様
な
可
能
性
を
許
容
･涵
養
す
る
〝柔
軟
性
〟と
い
う
モ
メ
ン
ト
に
お
い
て
重
要
な
違
い
が
あ
る
と
い
う

こ
と
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
U
ngerに
よ
れ
ば
、
〝柔
ら
か
い
社
会
〟と
は
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
諸
制
度
を
所
与
の
前
提
と
し
た
利

益
追
求
行
為
(社
会
の
再
生
産
に
寄
与
す
る
行
為
)と
そ
う
し
た
諸
前
提
そ
の
も
の
の
有
り
様
を
問
い
議
論
す
る
行
為
(社
会
の
変
革
に
寄

与
す
る
行
為
)と
の
〝距
離
が
近
い
〟社
会
で
あ
る(24

)。
諸
制
度
が
異
議
申
し
立
て
の
方
法
や
紛
争
解
決
手
続
を
多
元
化
･多
角
化
し
、
あ
る
い

は
ま
た
解
決
を
な
す
と
い
う
こ
と
の
基
本
的
発
想
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
背
景
的
仕
組
そ
れ
自
体
の
問
題
化
と
日
常
的
紛
争
･議
論

と
が
継
ぎ
目
な
く
橋
渡
し
さ
れ
る
こ
と
が
変
革
行
為
と
日
常
的
行
為
の
距
離
が
近
い
こ
と
を
意
味
す
る(25
)。

構
造
物
神
崇
拝
者
は
、
歴
史
主
義
的
懐
疑
主
義
者
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
、
超
越
的
な
価
値
論
や
視
点
を
否
定
す
る
一
方
で
、
私
た
ち

の
で
き
る
こ
と
は
社
会
的
･精
神
的
世
界
と
そ
れ
が
与
え
る
ル
ー
ル
で
生
き
て
ゆ
く
こ
と
と
を
選
択
す
る
の
み
だ
と
い
う
教
説
を
与
え
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
根
本
の
と
こ
ろ
に
あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
《そ
う
し
た
共
有
さ
れ
た
社
会
的
世
界
の
一
つ
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
よ
、

さ
も
な
け
れ
ば
諦
め
よ(26

)》と
い
う
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
一
方
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
そ
の
批
判
的
後
継
者
た
ち
は
、
制
度
物
神
崇
拝
の

意
識
に
覆
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
構
造
物
神
崇
拝
に
陥
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
よ
り
積
極
的
に
社
会
変
革
･構
想
へ
と
向
か
う
こ

と
が
で
き
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
柔
軟
な
構
造
―
―
構
成
要
素
の
一
つ
一
つ
の
修
正
、
一
歩
一
歩
の
漸
進
的
変
革
が
可
能

な
構
造
―
―
と
い
う
観
念
を
否
定
す
る
構
造
物
神
崇
拝
の
意
識
に
よ
っ
て
、社
会
の
改
良
を
目
指
す
者
は
、構
造
全
体
の
挿
げ
替
え
(革
命
)

と
い
う
極
度
に
危
険
な
(そ
れ
ゆ
え
実
行
不
能
な
)変
化
の
モ
ー
ド
か
、
さ
も
な
く
ば
構
造
内
部
で
の
踠
き
か
と
い
う
二
者
択
一
に
追
い
込

ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、
制
度
物
神
崇
拝
と
同
様
に
構
造
物
神
崇
拝
も
ま
た
人
間
の
社
会
変
革
能
力
を
大
き
く
殺
ぐ
ま
た
は
そ
も
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そ
も
認
め
な
い
意
識
で
あ
る
が
、
前
者
が
基
本
的
制
度
の
具
体
的
選
択
肢
の
数
を
限
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
度
構
想
力
を
弱
め
る
も
の
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
後
者
は
社
会
変
化
の
モ
ー
ド
･方
法
に
つ
い
て
の
選
択
肢
の
数
を
限
る
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
と
を
ジ
レ
ン
マ
に
追
い
込
む
も

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
構
造
に
対
す
る
態
度
に
は
、
信
奉
･甘
受
に
加
え
て
｢舞
踏
dance

｣｢闘
争
struggle
｣｢即
妙
的
凌
ぎ

m
uddling
through

｣｢信
仰
喪
失
を
通
し
た
irony

自
己
発

展
｣｢逃
走
escapism
｣な
ど
の
選
択
肢
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
も
構
造
内
部
で
の
処
世
術
･戦
略
論
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
増

え
る
の
み
で
あ
る
。
従
前
の
社
会
理
論
は
、
こ
う
し
て
、
構
造
物
神
崇
拝
な
い
し
は
制
度
物
神
崇
拝
の
弊
に
陥
る
こ
と
に
よ
っ
て
／
自
ら

を
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
汚
染
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
社
会
創
造
力
･構
想
力
を
硬
い
檻
･外
部
な
き
牢
獄
と
観
念
さ
れ
た
構
造
の
な
か

に
閉
じ
込
め
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
代
社
会
理
論
の
課
題
は
、
人
間
の
諸
能
力
を
解
放
･開
花
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献
で
き
る

社
会
変
化
に
つ
い
て
の
理
解
を
作
り
上
げ
、
こ
う
し
た
社
会
理
解
に
基
づ
い
て
来
る
べ
き
社
会
制
度
の
姿
を
構
想
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
｢偽
の
必
然
性
か
ら
解
放
さ
れ
た
社
会
思
想
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
主
題
が
追
求
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
か
｣と
い
う
問
い
に
関
す
る
U
ngerの
議
論
を
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
し
て
い
こ
う(27
)。

(8
)
UN
GER
,ST
at
200-202
;UN
GER
,W
SLA
B
at
6-10,129
;UN
GER
,D
R
at
25-26,109-110
;UN
GER
,FT
R
154-55,159-61
;Zhiyuan
Cui,

Introduction
in
RO
BERT
O
M
A
N
GA
BEIRA
UN
GER
,PO
LIT
ICS:TH
E
CEN
T
RA
L
TEX
T
(Zhiyuan
Cuied.1997)atvii-xi.

(9
)
UN
GER
,SA
at1.

(10
)
UN
GER
,SA
at8.

(11
)
UN
GER
,SA
at3-9.

(12
)
UN
GER
,SA
at5.

(13
)
U
ngerの
問
題
意
識
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
整
理
の
仕
方
は
、
構
造
･文
脈
と
い
う
概
念
及
び
そ
の
再
創
造
と
い
う
観
念
が
二
つ
の
異
な
る
知
的
舞
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台
で
問
題
と
さ
れ
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
一
が
、
文
脈
を
作
り
出
す
能
力
を
否
定
も
し
く
は
骨
抜
き
に
す
る
諸
見
解
(心
理
学
的
還
元
主
義
･行

動
主
義
そ
し
て
深
層
構
造
理
論
)と
の
対
比
と
い
う
舞
台
で
あ
る
。
こ
の
舞
台
に
お
い
て
は
U
ngerは
殊
に
社
会
理
論
の
伝
統
(H
egel／
M
arx
の

伝
統
)と
格
闘
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
が
、
文
脈
の
受
容
も
し
く
は
文
脈
に
対
す
る
永
遠
の
抵
抗
を
説
く
(一
見
し
て
全
く
対
立
す
る
か
に
見
え
る
)

現
代
思
想
と
の
対
比
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
代
思
想
の
い
ず
れ
の
立
場
も
、
文
脈
を
偶
有
的
･歴
史
的
な
も
の
･だ
が
壊
す
こ
と
能
わ
ざ

る
も
の
／
《そ
の
向
こ
う
側
》《別
様
の
世
界
》な
ど
と
い
う
観
念
を
受
け
容
れ
る
余
地
の
な
い
も
の
と
捉
え
る
点
に
お
い
て
儕
輩
で
あ
る
。
本
文
で
述

べ
る
よ
う
に
、
文
脈
の
〝性
質
〟を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
W
ittgenstein
も
Sartre
も
同
一
の
構
造
論
に
立
っ
て
お
り
、

相
違
は
そ
う
し
た
枠
内
で
の
自
由
観
念
(の
み
)に
あ
る
と
言
え
る
。
UN
GER
,ST
at225-226.

(14
)
Cf.UN
GER
,FN
at222
;UN
GER
,ST
at172-199.｢偶
然
性
と
必
然
性
は
、
自
明
な
内
容
を
持
っ
て
い
な
い
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
思
想
体

系
の
中
に
提
示
さ
れ
た
現
実
に
つ
い
て
の
全
体
的
な
像
と
説
明
の
戦
略
を
要
約
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。｣

(15
)
UN
GER
,ST
at1-17.

(16
)
UN
GER
,ST
at87-128.参
照
、
前
掲
拙
論
文
、
｢Roberto
U
ngerの
法
社
会
理
論
｣二
八
-三
五
頁
。

(17
)
UN
GER
,ST
at130-135.

(18
)
Roberto
U
nger,Inclusive
V
anguardism
:
T
he
A
lternative
Futures
of
the
K
now
ledge
E
conom
y
(O
E
CD
)
at
3.(available
at

http//w
w
w
.robertounger.com
/en/category/econom
ics/
lastvisited
on
2018/05/15)

(19
)
UN
GER
,CLSM
;UN
GER
,A
N
O
T
H
ER
TIM
E.

(20
)
UN
GER
,CLSM
at1-2.

(21
)
UN
GER
,CLSM
at2-3.

(22
)
｢合
理
化
的
法
分
析
(rationalizing
legalanalysis)｣批
判
に
つ
い
て
は
、
UN
GER
,W
SLA
B
at46-50,59-119
の
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
を
試
み
た
拙

稿
｢制
度
構
想
の
法
学
序
説
―
―
Roberto
M
angabeira
U
nger,"W
hat
Should
LegalA
nalysis
Becom
e?"
読
解
｣(岡
山
大
学
創
立
六
〇
周

年
記
念
論
文
集
『法
学
と
政
治
学
の
新
た
な
る
展
開
』(二
〇
一
〇
年
))三
一
三
-三
二
八
頁
を
参
照
。

(23
)
法
学
の
み
な
ら
ず
政
治
哲
学
を
も
含
む
現
代
規
範
理
論
の
｢糖
衣
化
傾
向
(hum
anizing
tendency)｣批
判
に
つ
い
て
は
、
UN
GER
,SA
at
118-

120
を
参
照
。

(24
)
UN
GER
,ST
at212.

(25
)
や
や
唐
突
だ
が
、具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
得
る
た
め
に
今
日
の
障
害
法
制
を
例
に
と
れ
ば
、障
害
者
に
対
す
る
合
理
的
配
慮
に
関
わ
る
紛
争
の
解
決
は
、

職
場
の
背
景
的
ル
ー
ル
で
あ
る
就
労
規
則
や
労
働
環
境
で
あ
る
職
務
配
置
の
在
り
方
、
つ
ま
り
組
織
構
造
そ
れ
自
体
の
問
題
化
及
び
改
定
と
表
裏
一
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体
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
障
害
者
関
連
法
制
は
、
障
害
者
の
自
由
な
社
会
参
画
の
平
等
と
い
う
馴
染
み
深
い
理
想
に
よ
っ
て
読
解
で
き
る
の
み
で

は
な
く
、
構
造
の
柔
軟
化
･構
造
物
神
崇
拝
の
払
拭
と
い
う
U
nger流
の
よ
り
根
源
的
な
観
点
か
ら
も
再
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

(26
)
UN
GER
,ST
at226.

(27
)
UN
GER
,ST
at151.

Ⅱ

脱
自
然
化
さ
れ
た
社
会
理
論
の
諸
テ
ー
マ

(一
)形
成
的
構
造
(form
ative
context)と
定
型
的
行
為
(form
ed
routine)

冒
頭
で
示
し
た
通
り
、
右
で
こ
れ
ま
で
〝構
造
〟と
表
記
し
て
き
た
社
会
の
基
本
枠
組
に
対
す
る
U
nger独
自
の
用
語
は
〝形
成
的
文
脈

(form
ative
context)〟で
あ
る
。
(文
脈
(context)･構
造
(structure)･枠
組
(fram
ew
ork)と
い
う
語
を
U
nger
は
互
換
的
に
用

い
る
の
で
、
以
下
で
も
形
成
的
構
造
･形
成
的
文
脈
な
ど
の
表
記
を
互
換
的
に
用
い
る
こ
と
と
す
る
。)

〝form
ative(形
成
的
、
形ㅡ

をㅡ

与ㅡ

えㅡ

るㅡ

(こㅡ

とㅡ

がㅡ

でㅡ

きㅡ

るㅡ

)、
発ㅡ

展ㅡ

にㅡ

よㅡ

っㅡ

てㅡ

変ㅡ

化ㅡ

･修ㅡ

正ㅡ

がㅡ

可ㅡ

能ㅡ

なㅡ

)(28
)〟と
い
う
形
容
詞
は
、
U
ngerの
社

会
構
造
論
が
古
典
的
社
会
理
論
か
ら
受
け
継
い
だ
重
要
な
含
意
と
共
に
、
後
論
が
闡
明
す
る
U
nger構
造
論
の
独
自
の
テ
ー
マ
―
―
自

己
変
革
能
力
を
高
め
た
構
造
(構
造
改
定
的
構
造
structure-revising
structures(29
))の
創
出
―
―
を
要
約
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て

よ
い
。
U
ngerが
提
案
す
る
社
会
理
論
は
、
構
造
が
人
々
の
日
常
的
行
為
と
思
考
の
反
復
的
生
起
を
特
徴
付
け
方
向
付
け
る
原
因
と
し

て
在
る
と
い
う
―
―
す
な
わ
ち
構
造
が
実
践
に
〝形
を
与
え
る
〟と
い
う
―
―
根
本
仮
説
を
基
底
に
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
形
成
的
構
造

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
こ
れ
を
再
生
産
す
る
日
常
的
行
為
は
〝定
型
的
行
為
〟と
呼
ば
れ
る
。
U
ngerも
述
べ
る
よ
う
に
、
構
造
は
行
為
･

実
践
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
／
再
生
産
さ
れ
る
ゆ
え
に
(よ
り
強
く
)存
在
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
構
造
こ
そ
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が
実
践
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
全
く
正
反
対
の
特
徴
付
け
も
可
能
で
あ
り
、
《構
造
が
在
る
》と
い
う
こ
と
と
《反
復
的
行
為
･

現
象
が
観
察
さ
れ
る
》と
い
う
こ
と
と
は
コ
イ
ン
の
表
裏
で
あ
る(30

)。
た
だ
、
議
論
の
要
諦
は
、
行
為
と
構
造
の
概
念
上
の
区
別
を
適
切
に

設
け
て
お
く
こ
と
が
社
会
現
象
を
解
明
す
る
た
め
の
理
論
と
社
会
変
革
を
導
く
た
め
の
実
践
に
対
し
て
大
切
な
含
意
を
持
つ
、
と
い
う
こ

と
に
あ
る
。
U
ngerに
よ
れ
ば
、
形
成
的
構
造
と
定
型
的
行
為
の
こ
う
し
た
区
別
に
こ
そ
―
―
あ
る
い
は
、
形
成
的
構
造
に
理
論
上
の

独
自
の
位
置
を
認
め
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
―
―
古
典
的
社
会
理
論
の
本
質
が
あ
り
、
U
ngerは
そ
う
し
た
正
統
社
会
理
論
の
問
題
構
制
の

最
も
大
切
な
要
素
を
引
き
継
ぎ
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
U
ngerの
構
造
論
の
独
自
性
は
、
よ
り
〝善
い
〟構
造
と
言
え
る
た
め
の
基
準
の
提
案
が
必
要
で
あ
る
し
可
能
で
あ
る

と
い
う
主
張
に
あ
る
。
後
論
を
先
取
る
こ
と
に
な
る
が
、
簡
単
に
言
及
し
て
お
こ
う
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
U
ngerに
よ
っ
て
形
成

的
構
造
の
い
わ
ば
〝徳
〟と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
の
は
〝柔
軟
性
〟と
い
う
性
質
で
あ
り
、
そ
れ
は
右
の
形
成
的
構
造
と
定
型
的
行
為
の
区

別
･関
係
と
い
う
観
点
か
ら
言
い
換
え
れ
ば
、
形
成
的
構
造
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
定
型
的
行
為
が
形
成
的
構
造
の
再
生
産
に
寄
与
す
る

の
み
で
は
な
く
、
変
革
を
も
導
き
得
る
革
新
的
な
行
為
実
践
へ
と
発
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
構
造
が
変
革
の
機
運
･可
能
性
を
そ

の
裡
に
常
に
既
に
胎
動
さ
せ
た
状
態
へ
と
変
質
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
循
環
論
法
的
で
あ
る
が
さ
ら
に
別
言
す
れ
ば
、
構
造
変
革

を
導
き
得
る
行
為
を
自
ら
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
―
―
構
造
改
定
的
構
造
―
―
が
柔
軟
な
構
造
で
あ
り
、
こ
の
柔
軟
性
が
よ
り
高

ま
っ
た
構
造
が
よ
り
善
い
構
造
で
あ
る
。

U
ngerの
立
論
を
循
環
的
な
議
論
か
ら
完
全
に
解
放
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
形
成
的
構
造
が
以
下
の
よ
う
に

様
々
な
要
素
か
ら
成
っ
て
い
る
と
い
う
多
元
的
構
造
観
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
一
部
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
構
造
変
革

的
構
造
の
創
出
と
は
、
形
成
的
構
造
の
要
素
の
一
部
(例
え
ば
他
に
波
及
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
そ
う
な
基
幹
的
な
制
度
)を
ま
ず
は
何
ら
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か
の
形
で
批
判
･修
正
し
、
こ
れ
が
人
々
の
革
新
的
行
為
(社
会
運
動
や
訴
訟
提
起
そ
の
他
)を
促
進
す
る
こ
と
で
、
他
の
要
素
に
つ
い
て

も
少
し
ず
つ
･だ
が
次
々
と
累
積
的
に
変
革
の
力
を
及
ぼ
し
て
ゆ
き
、
そ
の
結
果
全
体
と
し
て
自
己
変
革
可
能
性
が
高
ま
っ
た
社
会
構
造

が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
過
程
―
―
だ
が
飽
く
ま
で
〝可
能
的
な
〟過
程
―
―
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
諸
要
素
を
分
節
化
す
る
形
成
的
構
造

の
定
義
に
進
も
う
。

形
成
的
構
造(31

)の
定
義
：
制
度
と
想
念

形
成
的
構
造
は
〝制
度
的
要
素
〟お
よ
び
〝精
神
的
要
素
〟か
ら
成
る(32

)。
(ａ
)制
度
的
要
素
と
は
、

全
体
社
会
を
構
成
す
る
主
領
域
(社
会
学
の
伝
統
で
は
し
ば
し
ば
部
分
社
会
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
経
済
社
会
･政
治
社
会
･市
民
社
会
･企
業

組
織
･家
族
な
ど(33

))を
定
義
づ
け
る
基
本
的
諸
制
度
で
あ
る
。
特
に
政
府
権
力
を
め
ぐ
る
争
い
と
資
本
の
配
分
の
あ
り
方
に
関
わ
る
制
度
的

仕
組
は
重
要
で
あ
る
。
(ｂ
)精
神
的
要
素
と
は
、
人
間
関
係
の
諸
形
式
に
つ
い
て
の
想
念
で
あ
る
。
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
(hum
an

association)の
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
望
ま
し
く
可
能
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
前
提
的
観
念
で
あ
る
。

例
え
ば
、
家
族
生
活
に
お
い
て
は
、
相
互
信
頼
･目
的
の
共
有
･紛
争
の
欠
如
と
い
っ
た
特
徴
を
持
つ
私
的
共
同
体
が
人
間
の
結
び
つ
き
の

相
応
し
い
あ
り
方
だ
と
言
わ
れ
る
だ
ろ
う(34
)。

形
成
的
構
造
は
、
社
会
生
活
の
基
本
的
諸
条
件
に
関
わ
る
争
い
･異
議
申
立
て
の
〝封
じ
込
め
･中
断
〟が
な
さ
れ
る
こ
と
で
生
起
す
る

―
―
構
造
と
は
活
動
停
止
し
た
政
治
(frozen
politics)(35
)で
あ
る
―
―
。
人
々
が
敗
北
ま
た
は
疲
弊
し
て
闘
争
す
る
こ
と
を
一
旦
停
止
し
、

特
定
の
制
度
と
想
念
を
甘
受
す
る
よ
う
に
な
る
と
こ
ろ
に
構
造
は
樹
ち
現
れ
る(36
)。
だ
が
、
封
じ
込
め
･政
治
の
活
動
停
止
と
し
て
の
構
造

は
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
正
統
性
の
外
皮
aura

を
纒
う
こ
と
で
初
め
て
安
定
す
る
。
こ
れ
を
構
成
す
る
諸
制
度
が
知
性
的
認
識
や
理
性
的
命
法

に
適
っ
た
望
ま
し
く
正
し
い
社
会
関
係
の
顕
現
で
あ
る
と
い
う
論
証
が
な
さ
れ
、
こ
れ
が
人
々
の
納
得
･恭
順
を
得
て
共
有
さ
れ
た
文
脈

と
成
る
限
り
に
お
い
て
、
形
成
的
構
造
は
安
定
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
社
会
の
〝秩
序
性
〟が
確
か
に
実
感
さ
れ
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る
た
め
に
は
、
敗
北
･疲
弊
の
痕
跡
を
色
濃
く
残
す
暫
定
協
定
が
社
会
生
活
の
理
想
形
式
の
表
象
へ
と
仕
立
て
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
必
須

と
な
る
。
こ
う
し
た
仕
立
て
上
げ
･再
構
築
は
、
一
般
に
規
範
的
議
論
(道
徳
･法
的
議
論
)に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。

形
成
的
構
造
の
産
物
(一
)：
資
源
獲
得
に
関
わ
る
定
型
的
行
為
、
社
会
的
可
能
性
･集
合
的
利
益
･ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
定
義(37

)

安
定

し
た
社
会
構
造
は
物
質
的
利
益
･情
緒
･認
識
に
関
わ
る
社
会
関
係
の
条
件
を
定
義
づ
け
る
。
労
働
力
を
得
る
な
ど
の
他
者
利
用
の
あ
り

方
、
信
頼
関
係
を
得
る
な
ど
の
他
者
と
の
結
び
つ
き
の
あ
り
方
、
行
為
の
意
味
や
思
想
を
知
る
と
い
っ
た
他
者
理
解
の
あ
り
方
を
条
件
付

け
･枠
付
け
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
形
成
的
構
造
は
、
特
定
の
社
会
的
地
位
に
あ
る
者
が
他
の
地
位
に
あ
る
者
に
対
し
て
影
響
力

を
及
ぼ
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
有
形
･無
形
の
重
要
資
源
の
獲
得
と
使
用
に
関
わ
る
定
型
的
行
為
を
方
向
付
け
る
。
こ
れ
ら
の
資
源
に
は
、

〝権
力
〟(政
府
権
力
governm
entalpow
er)、
〝財
〟(経
済
資
本
econom
ic
capital)、
〝知
〟(技
術
的
専
門
知
識
technicalexper-

tise)、
そ
し
て
〝想
念
〟(権
威
あ
る
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
理
念
prestigious
ideals)や
〝言
説
〟(理
念
の
含
意
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
指
す
議
論
形
式
form
s
ofargum
ents)が
含
ま
れ
る
。
形
成
的
構
造
が
安
定
し
強
度
を
保
て
ば
保
つ
ほ
ど
―
―
批
判
と
修

正
の
試
み
が
届
か
な
い
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
―
―
、
定
型
的
行
為
は
反
復
的
･持
続
的
に
生
起
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

当
該
行
為
は
当
然
･必
然
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
そ
れ
だ
と
い
う
誤
謬
、
つ
ま
り
普
遍
的
な
道
徳
的
命
題
や
客
観
的
な
経
済
法
則
の
命
じ
る

必
然
的
帰
結
に
他
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
〝偽
の
必
然
性
(false
necessity)〟の
観
念
が
強
ま
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
重
要
資
源
の
獲
得
に
関
わ
る
定
型
的
行
為
は
、
自
分
(た
ち
)は
、
誰
と
･ど
の
集
団
と
、
ど
の
よ
う
な
利
益
を
共
有
ま
た
は
競

争
し
合
う
存
在
で
あ
る
の
か
、
自
分
た
ち
の
人
生
が
ど
の
よ
う
な
選
択
肢
に
開
か
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
観
念
に
も
関
連
す
る
だ
ろ
う
。

形
成
的
文
脈
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
集
団
的
利
益
(group
interests)、
共
有
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
(collective
identities)、

そ
し
て
社
会
生
活
の
可
能
性
(socialpossibilities)に
つ
い
て
人
々
が
ど
の
よ
う
な
想
定
を
持
ち
つ
つ
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
拡
散
的
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な
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
運
動
そ
の
他
の
協
働
･闘
争
の
あ
り
方
を
方
向
付
け
る
こ
と
と
な
る
。

形
成
的
構
造
の
産
物
(二
)：
社
会
的
階
層
区
分

形
成
的
構
造
は
、
資
源
分
配
を
方
向
付
け
、
集
合
的
利
益
･ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
･人

生
の
可
能
性
と
い
っ
た
観
念
に
特
定
の
内
容
を
与
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
社
会
的
区
分
と
階
層
(socialdivision
and
hierarchy)な
い

し
は
社
会
的
役
割
と
地
位
(roles
and
ranks)の
シ
ス
テ
ム
を
生
じ
さ
せ
る
。
先
と
同
様
、
形
成
的
構
造
が
日
常
的
な
批
判
を
免
れ
る
よ

う
に
設
計
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
こ
う
し
た
基
本
構
造
と
定
型
的
行
為
が
創
出
す
る
社
会
的
階
層
区
分
は
階
層
ご
と
の
相
違
を
鮮
明

か
つ
峻
厳
に
し
、
ま
た
人
々
の
生
に
与
え
る
影
響
力
を
強
く
し
て
ゆ
く
こ
と
で
｢客
観
的
秩
序
｣と
し
て
現
象
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う(38

)。

こ
の
よ
う
に
、
定
型
的
行
為
と
社
会
的
区
分
･階
層
は
形
成
的
構
造
(基
本
的
制
度
と
想
念
)の
主
な
産
物
で
あ
り
、
U
nger曰
く
、
後

者
(構
造
)の
前
者
(定
型
的
行
為
･階
層
区
分
)に
対
す
る
因
果
関
係
は
あ
ま
り
に
も
直
接
的
で
あ
る
か
ら
、
定
型
的
行
為
と
社
会
的
階
層

区
分
が
現
象
す
る
こ
と
は
、
形
成
的
構
造
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
定
義
そ
の
も
の
に
含
ま
れ
る
と
す
ら
言
っ
て
よ
い(39
)。

形
成
的
構
造
の
存
在
の
意
味

《形
成
的
構
造
が
在
る
》と
言
う
際
の
〝存
在
〟の
意
味
は
、
実
践
的
な

practical

そ
れ
で
あ
る
。
外
か
ら
の
観
察
に

開
か
れ
て
い
る
自
然
物
の
存
在
と
は
異
な
る
意
味
に
お
い
て
、
ま
た
単
に
認
識
論
や
信
念
が
変
化
し
さ
え
す
れ
ば
途
端
に
不
在
と
な
っ
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
様
式
で
、
形
成
的
構
造
は
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
が
日
常
的
行
為
の
な
か
で
動
揺
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
な
い
ゆ
え
に

because

／
で
き
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て

in
the
sense
that

、
形
成
的
構
造
は
存
在
す
る
(批
判
･修
正
の
日
常
的
実
践
の
触
手
を
遮
断
す
る
よ

う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
／
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
存
在
す
る
)(40
)。
逆
に
い
え
ば
、
社
会
的
世
界
が
そ
の
よ
う
に

作
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
主
要
原
因
と
し
て
認
識
さ
れ
、
関
心
が
持
た
れ
、
そ
し
て
異
議
申
し
立
て
が
な
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
形
成
的

構
造
は
存
在
の
強
度
を
低
下
さ
せ
て
ゆ
く
―
―
よ
り
正
確
に
は
、
存
在
の
強
度
の
意
味
を
(硬ㅡ

度ㅡ

か
ら
強ㅡ

靭ㅡ

度ㅡ

へ
と
)変
化
さ
せ
て
ゆ
く

―
―
。
い
わ
ば
、
《構
造
が
(強
く
)在
る
》こ
と
は
当
該
社
会
の
時
流
や
制
約
に
逆
ら
お
う
と
す
る
者
た
ち
に
よ
り
良
く
認
識
さ
れ
且
つ
弱
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め
ら
れ
、
加
え
て
重
要
に
も
、
こ
の
認
識
が
深
ま
り
批
判
的
実
践
が
活
性
化
す
る
諸
条
件
が
整
え
ら
れ
る
に
従
っ
て
、
つ
ま
り
構
造
が
〝柔

軟
性
〟と
い
う
特
性
を
獲
得
し
始
め
る
に
従
っ
て
、
《構
造
が
(強
く
)在
る
》と
い
う
こ
と
の
意
味
そ
の
も
の
も
変
化
し
て
ゆ
く
。
〝変
革
実

践
か
ら
の
遮
断
(硬
質
性
)〟か
ら
〝変
革
実
践
の
組
込
(柔
軟
性
･柔
靱
性
)〟こ
そ
が
、
形
成
的
構
造
が
よ
り
強
く
･よ
り
善
く
在
る
と
い
う

こ
と
の
意
味
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

形
成
的
構
造
で
あ
る
こ
と
の
識
別
基
準(41

)

諸
制
度
･想
念
と
い
っ
て
も
様
々
な
種
類
と
レ
ベ
ル
の
も
の
が
あ
る
。
形
成
的
構
造
の
構
成

要
素
と
し
て
の
諸
制
度
･想
念
と
そ
の
他
の
制
度
･信
念
と
を
区
別
す
る
基
準
は
何
か
。
U
ngerの
ご
く
抽
象
的
な
記
述
に
従
っ
て
お
こ

う
。
第
一
は
、
利
益
･目
標
を
追
求
す
る
個
人
や
集
団
が
、
戦
略
を
練
り
展
開
す
る
際
に
、
当
該
制
度
･実
践
･想
念
を
当
然
視
し
て
い
る

と
い
う
主
観
的
基
準
で
あ
る
(人
々
の
主
観
的
経
験
を
正
当
に
評
価
す
る
基
準
)。
例
え
ば
、
社
会
運
動
に
参
与
す
る
人
々
は
し
ば
し
ば
、

経
済
社
会
(市
場
)･政
治
社
会
(政
治
)･裁
判
過
程
(法
)･市
民
社
会
が
、
交
差
し
合
う
が
独
自
の
活
動
領
域
を
形
成
し
て
お
り
、
一
つ
の

領
域
(例
え
ば
立
法
過
程
･政
治
)で
の
敗
北
は
他
の
領
域
(裁
判
過
程
)で
の
勝
利
に
よ
っ
て
逆
転
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
暗
黙
に
想
定
し

つ
つ
運
動
戦
略
を
形
成
す
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
私
た
ち
が
考
察
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
べ
き
な
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
定
義
づ
け
て

い
る
基
本
的
仕
組
と
想
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
二
は
、
そ
れ
ら
諸
制
度
･想
念
を
置
換
す
る
こ
と
が
、
社
会
的
区
分
･階
層
構
造
、
及
び
有
形
･無
形
の
主
要
資
源
を
め
ぐ
る
定
型
的

紛
争
の
形
式
や
帰
結
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
客
観
的
基
準
で
あ
る
(こ
れ
は
先
の
形
成
的
構
造
の
定
義
を
そ
の
ま
ま
述
べ
た
も
の
で
あ

る
)(42
)。
た
だ
し
難
し
い
の
は
、
形
成
的
構
造
の
既
存
の
諸
要
素
を
新
た
に
置
き
換
え
る
制
度
的
仕
組
が
、
従
前
の
も
の
の
単
な
る
機
能
的

等
価
物
(functionalequivalents)で
あ
る
可
能
性
を
予
め
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
機
能
的
等
価
物
の
登
場

を
予
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
｢形
成
的
構
造
の
構
成
要
素
の
閉
じ
ら
れ
た
リ
ス
ト
｣と
い
う
深
層
構
造
理
論
的
観
念
を
峻
拒
し
た
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帰
結(43

)で
あ
り
、
社
会
変
革
が
実
験
主
義
的
性
格
(根
本
の
と
こ
ろ
で
〝賭
け
〟で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
実
)を
免
れ
な
い
、
つ
ま
り

実
際
に
提
案
し
運
用
し
て
み
な
け
れ
ば
成
否
の
判
断
を
つ
け
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
の
帰
結
で
も
あ
る
。

U
ngerの
視
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
主
観
的
･客
観
的
基
準
に
合
致
す
る
形
成
的
構
造
の
制
度
的
要
素
は
、
先
進
諸
国
に
お
い
て
は
例
え

ば
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
(ａ
)政
治
体
制
：
一
八
世
紀
的
三
権
分
立
と
一
九
世
紀
的
政
党
政
治
(残
存
し
続
け
る
社
会
的
階
級
区
分
と
は

必
ず
し
も
一
致
し
な
い
ラ
イ
ン
に
沿
っ
た
政
治
上
の
意
見
･信
条
の
相
違
に
基
づ
い
て
結
び
つ
く
政
党
を
ア
ク
タ
ー
と
す
る
政
治
)と
を
結

合
さ
せ
た
統
治
ス
タ
イ
ル
、
(ｂ
)経
済
体
制
：
経
済
的
分
権
の
装
置
と
し
て
の
所
有
権
(使
用
の
あ
り
方
･保
持
期
間
に
つ
い
て
ほ
ぼ
絶
対

的
な
権
限
を
与
え
ら
れ
た
所
有
権
)を
中
軸
と
し
つ
つ
、
か
か
る
分
権
的
経
済
活
動
が
産
出
す
る
格
差
･不
平
等
を
行
政
的
･司
法
的
規
制

に
よ
っ
て
是
正
し
よ
う
と
す
る
市
場
経
済
の
制
度
枠
組
、
(ｃ
)労
働
：
組
織
率
に
格
差
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
労
働
者
代
表
･産
業
組
織

化
に
つ
い
て
の
特
定
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
等
々
。
形
成
的
構
造
の
精
神
的
要
素
に
は
次
の
も
の
が
含
ま
れ
る
。
政
党
政
治
を
め
ぐ
る
言
説
や

法
的
議
論
そ
し
て
人
々
の
日
常
的
期
待
･議
論
･感
性
を
通
し
て
表
現
さ
れ
る
、
(ａ
)家
族
と
友
愛
の
私
的
共
同
体
の
イ
メ
ー
ジ
、
(ｂ
)政

治
に
お
け
る
市
民
的
公
正
･公
的
責
任
の
観
念
、
(ｃ
)仕
事
や
取
引
の
場
に
お
け
る
自
発
的
契
約
と
職
能
的
階
層
序
列
の
想
念
、
等
々
で

あ
る(44

)。
(二
)構
造
を
再
生
産
す
る
定
型
的
行
為
(context-preserving
routines)と
構
造
を
変
革
す
る
行
為
(context-

transform
ing
activities)の
相
対
性

U
ngerは
社
会
形
成
と
変
化
を
説
明
す
る
た
め
の
人
間
の
行
為
類
型
と
し
て
次
の
二
つ
の
も
の
を
提
案
す
る
。
〝構
造
を
再
生
産
す
る

定
型
的
行
為
〟と
〝構
造
を
変
革
す
る
行
為
〟で
あ
る
。
形
成
的
構
造
が
一
定
の
存
在
度
を
保
つ
た
め
に
は
、
政
治
･経
済
･規
範
的
コ
ミ
ュ
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ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
定
型
的
行
為
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
定
型
的
行
為
が
引
き
起
こ
す
日
常
的
紛
争
は
、

い
わ
ば
｢ガ
ス
抜
き
｣で
あ
っ
て
、
社
会
的
世
界
を
崩
壊
へ
と
追
い
込
む
大
規
模
な
闘
争
か
ら
こ
の
世
界
を
救
う
小
さ
な
戦
争
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
構
造
を
再
生
産
す
る
定
型
的
紛
争
は
構
造
を
変
革
す
る
闘
争
へ
と
常
に
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん

U
nger理
論
に
お
い
て
は
、
構
造
変
革
的
行
為
へ
の
発
展
は
、
容
易
に
も
ま
た
必
然
的
に
も
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

人
間
の
諸
行
為
が
形
成
的
構
造
の
再
生
産
と
い
う
機
能
の
み
を
担
う
こ
と
に
も
必
然
性
は
な
い
、
U
ngerは
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

ご
く
抽
象
的
な
シ
ナ
リ
オ
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
実
践
的
･想
念
的
な
対
立
･衝
突
が
広
く
強
く
な
れ
ば
、
形
成
的
構
造
の
諸
要
素
に

揺
さ
ぶ
り
が
か
か
る
。
そ
の
結
果
、
形
成
的
構
造
に
よ
っ
て
一
定
の
内
容
を
与
え
ら
れ
て
い
た
〝集
団
的
利
益
〟や
〝共
有
さ
れ
た
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
〟そ
し
て
〝社
会
生
活
の
可
能
性
〟に
つ
い
て
の
諸
前
提
も
ま
た
自
明
性
を
失
い
始
め
る
。
当
初
協
働
･連
帯
し
て
い
た
人
々
は

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
意
見
の
相
違
を
深
め
、
む
し
ろ
他
の
集
団
や
運
動
体
と
の
結
び
つ
き
に
自
己
利
益
の
保
存
あ
る
い
は
社
会
理
想
の
実

現
の
可
能
性
を
見
出
す
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
近
視
眼
的
･狭
隘
な
定
義
に
反
省
を
加
え
て
、
よ
り
長
期
的
･普
遍
的
な
観
点
か
ら

利
益
･ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
･社
会
的
可
能
性
の
観
念
を
再
構
築
す
る
結
果
、
自
己
の
利
益
と
社
会
の
理
想
と
は
執
拗
に
互
い
に
干
渉
し
あ

い
最
終
的
に
は
区
別
す
る
こ
と
が
困
難
な
目
標
―
―
社
会
そ
れ
自
体
の
変
革
を
通
し
た
自
己
実
現
･自
己
革
新
―
―
へ
と
昇
華
す
る
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
構
造
の
諸
要
素
(行
為
類
型
、
利
益
･理
念
･可
能
性
に
つ
い
て
の
観
念
)の
ミ
ク
ロ
な
作
動
･影
響
関
係

に
眼
を
向
け
る
と
き
、
構
造
物
神
崇
拝
が
も
た
ら
す
｢硬
く
大
き
な
構
造
｣の
暗
鬱
と
し
た
閉
塞
感
は
(相
対
的
に
)雲
散
霧
消
し
、
定
型
的

行
為
が
変
革
的
行
為
へ
と
発
展
す
る
一
定
の
筋
道
が
描
け
る
よ
う
に
な
る
と
U
ngerは
示
唆
す
る
。

ま
た
U
nger流
の
シ
ナ
リ
オ
の
意
義
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
対
比
に
お
い
て
鮮
明
に
な
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
物
語
に
お
い
て
は
、

高
ま
っ
た
闘
争
は
、
予
め
決
定
づ
け
ら
れ
た
或
る
生
産
様
式
か
ら
次
の
生
産
様
式
を
導
く
一
方
向
的
な
力
を
実
演
す
る
／
実
行
に
移
す
も
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の
に
他
な
ら
な
い
。
闘
争
は
そ
の
過
程
で
、
各
々
の
生
産
様
式
に
体
現
さ
れ
た
階
級
利
益
の
論
理
を
鮮
明
な
も
の
と
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
に

対
し
て
U
nger理
論
に
お
い
て
は
、
紛
争
の
高
ま
り
は
、
階
級
と
共
同
利
益
の
観
念
に
対
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
想
定
と
は
正
反
対
の

効
果
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
階
級
及
び
利
益
は
闘
争
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
曖
昧
に
な
り
断
片
化
し
、
従
前
の
区
別
に

は
沿
わ
な
い
新
し
い
集
団
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
再
編
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る(45

)。

(三
)形
成
的
構
造
の
存
在
の
度
合
い

形
式
的
構
造
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
実
践
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
批
判
･修
正
の
試
み
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い
る

と
い
う
意
味
に
お
い
て
／
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
形
成
的
構
造
は
存
在
す
る
と
い
う
こ
の
観
念
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
は
、
形
成
的
構
造
は
存
在
の

強
度
に
つ
い
て
変
域
を
持
つ
と
い
う
着
想
で
あ
る
。
つ
ま
り
形
成
的
構
造
は
、
〈不
在
〉と
〈存
在
〉を
両
極
と
す
る
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
･ス

ペ
ク
ト
ラ
ム
の
ど
こ
か
に
あ
っ
て
、
存
在
の
〝程
度

degree

〟な
い
し
は
〝変
域

variation
〟を
持
つ
。
U
ngerに
よ
れ
ば
、
形
成
的
構
造
の
強
度
(確
立
度
･

定
着
度
)が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
先
の
構
造
を
再
生
産
す
る
定
型
的
行
為
が
構
造
を
変
革
す
る
行
為
へ
と
接
続
･発
展
す
る
ま
で
に
は
よ

り
多
く
の
段
階
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
定
型
的
行
為
の
一
つ
と
し
て
の
法
的
議
論
を
例
に
採
れ
ば
、
二
十
世
紀
初
頭

に
リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ
ム
が
開
拓
し
た
法
の
不
確
定
性
批
判(46
)の
意
義
は
こ
う
し
た
形
成
的
構
造
の
強
度
と
い
う
よ
り
大
き
な
文
脈
に
お

い
て
次
の
よ
う
に
再
解
釈
し
得
る
。

す
な
わ
ち
、比
較
的
安
定
し
た
社
会
に
お
け
る
法
学
は
、構
造
変
革
的
実
践
･社
会
構
想
論
の
用
に
直
ち
に
は
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

社
会
生
活
の
諸
形
式
の
批
判
と
再
構
築
と
い
う
作
業
を
行
う
前
に
、
法
学
そ
れ
自
体
の
根
源
的
批
判
す
な
わ
ち
法
の
不
確
定
性
批
判
を
遂

行
し
、
諸
原
理
間
の
不
調
和
や
法
が
宣
言
す
る
理
念
と
法
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
る
実
際
上
の
帰
結
と
の
矛
盾
な
ど
を
露
わ
に
す
る
と
い
う
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ス
テ
ッ
プ
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(47

)。
一
九
八
〇
年
代
の
批
判
法
学
運
動
も
同
様
に
法
の
不
確
定
性
批
判
を
展
開
し
た
が
、
そ
れ
は
、

リ
ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
る
法
学
批
判
･不
確
定
性
批
判
以
降
分
岐
し
た
法
学
の
諸
傾
向
が
様
々
な
合
理
化
･自
然
化
の
傾
向
を
示
し

て
お
り
、
法
学
知
と
い
う
重
要
資
源
を
制
度
構
想
論
へ
と
接
続
す
る
た
め
に
は
徹
底
的
な
法
学
批
判
の
段
階
を
再
び
経
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る(48

)。
こ
の
よ
う
に
形
成
的
構
造
が
〝硬
い
〟こ
と
と
構
造
保
存
的
行
為
と
構
造
変
革
的
行
為
の
〝距
離
が
大
き
い
〟こ

と
は
同
義
で
あ
り
、
逆
に
構
造
が
〝柔
ら
か
い
〟こ
と
と
二
つ
の
行
為
の
〝距
離
が
小
さ
い
〟こ
と
は
同
義
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
常
的
な

異
議
申
し
立
て
と
組
織
構
造
の
変
革
と
が
不
即
不
離
と
な
る
よ
う
な
制
度
設
計
･思
考
実
践
を
提
案
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る(49
)。リ

ー
ガ
ル
･リ
ア
リ
ズ
ム
や
批
判
法
学
運
動
の
意
識
的
な
戦
略
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
形
成
的
構
造
の
強
度
を
下
げ
る
こ
と
は

disentrenchm
ent

、
組

織
化
の
努
力
と
知
的
営
為
の
帰
結
で
あ
り
、
通
常
誤
解
さ
れ
る
の
と
は
全
く
異
な
り
ア
ナ
キ
ー
へ
向
か
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
脱
自
然

性
･柔
軟
性
と
い
う
特
性
を
も
つ
形
成
的
構
造
は
、
〝人
工
性
〟と
い
う
そ
の
本
質
を
知
悉
し
た
人
々
の
綿
密
な
構
想
の
産
物
で
あ
る(50

)。
加

え
て
、
構
造
の
脱
堅
固
化

disentrenchm
entは
、
階
層
構
造
が
も
た
ら
す
支
配
関
係
を
弱
め
る
こ
と
も
意
味
す
る
か
ら
、
市
民
は
不
安
よ
り
む
し
ろ
安
心
を

手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。

次
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
U
nger理
論
の
焦
点
の
一
つ
は
、
形
成
的
構
造
の
強
度
を
下
げ
る
こ
と
は
、
個
人
･集
団
と
し
て
の
人
間

へ
の
〝能
力
授
与
(em
pow
erm
ent)〟―
―
知
力
･実
践
力
･精
神
力
を
含
む
人
間
と
し
て
の
能
力
の
付
与
―
―
へ
と
結
び
つ
く
可
能
性
が

あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
る
(脱
堅
固
化
-能
力
授
与
テ
ー
ゼ
と
呼
ん
で
お
こ
う
)。
第
一
に
、
組
織
･共
同
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
を
再

編
と
実
験
に
開
く
こ
と
は
〝生
産
力
･実
践
力
〟の
発
展
に
寄
与
し
得
る
。
第
二
に
、
社
会
的
階
層
区
分
を
弱
め
る
こ
と
は
共
同
生
活
に
お

け
る
個
性
の
開
花
と
い
う
〝自
己
実
現
〟に
寄
与
し
得
る
。
第
三
に
、
社
会
の
基
本
構
造
を
よ
り
意
識
的
に
制
御
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
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〝構
造
に
対
す
る
支
配
力
〟は
、
私
た
ち
を
社
会
的
世
界
の
操
り
人
形
で
は
な
く
設
計
者
･批
評
者
へ
と
変
貌
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
形

成
的
構
造
の
強
度
を
弱
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
う
し
た
諸
能
力
の
共
通
の
特
徴
を
要
約
し
た
〝否
定
的
創
造
力
(negative

capability)〟と
い
う
概
念
が
次
章
の
キ
ー
･ワ
ー
ド
で
あ
る
。

(四
)｢抗
い
難
い
進
化
論
的
な
力
｣と
い
う
概
念
を
用
い
な
い
累
積
的
変
化
の
説
明

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、獲
得
さ
れ
る
べ
き
社
会
変
革
理
論
の
要
諦
の
一
つ
は
、深
層
構
造
理
論
が
想
定
す
る
｢必
然
的
な
発
展
法
則
｣･｢抗

う
こ
と
の
難
し
い
進
化
論
的
な
力
｣と
い
っ
た
偽
の
必
然
性
に
囚
わ
れ
た
仮
説
なㅡ

しㅡ

に
社
会
の
累
積
的
変
化
の
可
能
性
を
論
じ
る
こ
と
に

あ
る
。
こ
こ
で
も
詳
細
は
否
定
的
創
造
力
を
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
す
る
次
章
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
U
ngerの
主
張
は
、
端
的
に
、
形

成
的
構
造
が
柔
軟
性
を
得
る
こ
と
は
人
間
の
否
定
的
創
造
力
が
増
大
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
仮
説
(脱
堅
固
化
-能
力
授
与
テ
ー

ゼ
)が
正
し
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
《構
造
の
柔
軟
化
→
人
間
の
否
定
的
能
力
の
増
大
→
よ
り
柔
軟
な
制
度
的
仕
組
の
創
出
→
人
間
の
否
定
的

創
造
力
の
更
な
る
開
花
》と
い
う
螺
旋
的
発
展
(累
積
的
社
会
変
化
)が
起
き
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
シ
ナ
リ
オ
が
多
元
的
構
造
論
の
ミ
ク
ロ
な
視
角
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
も
再
度
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
し
た
累
積
的
変
化
は
、
社
会
の
経
済
力
･生
産
力
を
高
め
た
い
と
考
え
る
支
配
的
集
団
の
意
図
的
行
為
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、

柔
軟
な
形
成
的
構
造
を
持
つ
ゆ
え
に
国
際
競
争
力
を
増
し
た
社
会
体
制
が
他
を
圧
倒
す
る
と
い
う
社
会
的
淘
汰
の
結
果
(非
意
図
的
な
帰

結
)と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
、
意
図
的
行
為
と
非
意
図
的
行
為
の
区
別
を
許
さ
な
い
人
間
営
為
の
結
果(51
)と
し
て
生
じ
得
る
。
た
だ
、
形

成
的
構
造
の
柔
軟
化
と
い
う
方
向
へ
の
変
化
は
、
反
動
や
後
退
あ
る
い
は
他
の
方
向
性
に
向
か
う
諸
力
に
陵
駕
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
知
れ

な
い
危
う
い
〝可
能
性
〟で
あ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
柔
軟
性
の
レ
ベ
ル
に
一
対
一
で
対
応
す
る
自
然
な
制
度
的
構
造
と
い
っ
た
も
の
は
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存
在
せ
ず
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
形
成
的
構
造
の
リ
ス
ト
を
提
示
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
が
、
こ
う
し
た
可
能
性
の
観
念
･非
決

定
論
的
変
化
の
観
念
こ
そ
偽
の
必
然
性
か
ら
解
放
さ
れ
た
社
会
理
論
の
最
た
る
特
長
で
あ
る(52

)。

(五
)形
成
的
構
造
の
諸
要
素
の
〝漸
進
的
･断
片
的
な

piecem
eal

〟置
換
可
能
性

深
層
構
造
理
論
は
社
会
構
造
を
分
割
不
可
能
な
一
枚
岩
的
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
あ
る
と
観
念
し
(indivisible
thesis)(53

)、
実
証
主
義
的
社
会

科
学
は
形
成
的
構
造
と
定
型
的
行
為
の
区
別
と
い
う
立
論
そ
れ
自
体
を
認
め
な
い
が
、
U
nger流
の
形
成
的
構
造
の
諸
要
素
の
記
述
(定

型
的
行
為
や
利
益
･ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
観
念
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
力
が
及
ぼ
さ
れ
る
の
か
を
含
む
詳
細
な
記
述
)及
び
生
成
の

系
譜
学(54
)は
、
形
成
的
構
造
の
制
度
的
･精
神
的
諸
要
素
の
発
展
･変
遷
が
同
時
に
起
こ
っ
た
も
の
で
も
一
度
期
に
成
立
し
た
も
の
で
も
決
し

て
な
く
、
各
要
素
ご
と
に
漸
進
的
に
変
化
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

形
成
的
構
造
を
一
枚
岩
的
に
観
る
社
会
理
論
の
最
大
の
危
険
性
は
、社
会
変
化
の
モ
ー
ド
に
関
し
て
、社
会
構
造
の
総
入
れ
替
え
(革
命
)

か
、
さ
も
な
く
ば
既
存
構
造
の
維
持
･再
生
産
か
、
と
い
う
(誤
っ
た
)二
者
択
一
を
突
き
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
か
ら
主

体
を
解
放
す
る
た
め
に
こ
そ
、
要
素
ご
と
の
修
正
･漸
進
的
変
革
と
い
う
モ
ー
ド
に
具
体
的
な
筋
道
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
ア
プ
ロ
ー

チ
、
す
な
わ
ち
形
成
的
構
造
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
の
多
元
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
社
会
理
論
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る(55
)。

U
ngerの
理
論
的
研
究
は
特
に
法
分
野
に
お
い
て
多
く
の
読
者
を
集
め
て
来
た
が
、
彼
が
、
制
度
的
仕
組
の
複
雑
な
組
成
を
分
析
す
る

こ
と
を
得
意
と
す
る
法
学
、そ
の
う
ち
で
も
最
も
進
歩
主
義
的
な
傾
向
で
あ
る
批
判
法
学
に
参
与
し
つ
つ
構
造
論
を
探
究
し
て
来
た
の
も
、

形
成
的
構
造
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
の
複
雑
･多
元
的
な
布
置
を
明
ら
か
に
す
る
最
も
有
用
･有
力
な
知
的
武
装
の
一
つ
が
法
学
知
に
他
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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だ
が
、
形
成
的
文
脈
の
制
度
的
･精
神
的
構
成
要
素
の
多
元
性
･複
雑
性
･矛
盾
性
を
詳
細
に
描
き
出
す
の
み
で
は
な
く
―
―
と
い
う
よ

り
も
描
き
出
す
か
ら
こ
そ
―
―
、こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
各
要
素
の
置
換
と
再
結
合
(社
会
実
験
)に
対
す
る
〝制
約
〟を
説
明
す
る
概
念
装
置
、

つ
ま
り
は
社
会
の
形
成
･成
立
と
そ
の
構
造
の
力
を
説
明
す
る
概
念
装
置
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｢い
か
に
し
て
、
あ
る
い
は
な

ぜ
、
形
成
的
構
造
の
諸
要
素
は
結
び
つ
き
合
い
、
そ
し
て
互
い
に
強
め
あ
う
の
だ
ろ
う
か
｣(56

)と
い
う
問
い
へ
の
答
え
が
用
意
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
要
素
も
全
く
恣
意
的
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
社
会
理
論
は
、
根
本
的
に
和

解
不
可
能
な
論
理
･メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
諸
要
素
は
当
該
社
会
に
住
ま
う
人
々
の
正
当
性
の
信
念
に
訴
え
る
こ
と
が
な
い
た
め
に
相
対

的
に
安
定
し
た
形
成
的
構
造
を
形
成
し
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
そ
も
そ
も
〝理
論
〟と
し
て
の
体
を
な
す
こ

と
が
な
い
。
社
会
理
論
に
お
い
て
〝説
明
す
る
〟と
い
う
こ
と
は
、
社
会
変
化
の
〝制
約
･限
界
〟を
説
得
的
に
描
出
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

か
ら
だ(57
)。
深
層
構
造
理
論
が
想
定
す
る
｢予
め
決
め
ら
れ
た
レ
ー
ル
｣や
｢強
度
の
粘
着
力
を
誇
る
ボ
ン
ド
｣で
は
な
く
、
い
わ
ば
〝音
楽(58
)〟が

展
開
し
て
ゆ
く
際
の
、
必
然
で
は
な
い
が
一
つ
一
つ
の
階
梯
が
他
の
部
分
や
全
体
の
流
れ
と
の
関
係
性
を
完
全
に
は
失
わ
ず
に
生
起
す
る

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
理
論
に
組
み
込
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
｢結
語
に
代
え
て
｣で
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
を
試
み
る
U
ngerの
す
こ
ぶ
る
抽

象
的
な
仮
説
は
、
《形
成
的
構
造
の
各
要
素
は
〝偽
の
必
然
性
か
ら
の
解
放
の
程
度
〟あ
る
い
は
〝否
定
的
創
造
力
の
レ
ベ
ル
〟に
お
い
て
過

度
の
乖
離
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
》と
い
う
観
念
が
諸
要
素
の
組
み
合
わ
せ
に
関
す
る
制
約
と
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(六
)実
践
的
含
意

以
上
の
理
論
的
テ
ー
マ
が
導
く
実
践
的
含
意
の
い
く
つ
か
に
言
及
し
て
お
こ
う
。

綱
領
的
思
考
(program
m
atic
thought)の
使
命

一
つ
の
社
会
体
制
の
全
体
像
を
提
案
す
る
綱
領
論
･綱
領
的
思
考
は
、
形
成
的
構
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造
が
人
工
物
で
あ
り
、か
つ
予
め
定
め
ら
れ
た
法
則
を
免
れ
た
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
理
論
に
お
い
て
の
み
確
固
と
し
た
場
所
を
獲
得
す
る
。

構
造
概
念
に
有
意
味
な
位
置
を
与
え
な
い
実
証
主
義
的
社
会
科
学
、
社
会
発
展
の
法
則
論
･決
定
論
を
与
え
る
深
層
構
造
理
論
に
お
い
て

は
、
人
間
主
体
が
社
会
を
自
分
た
ち
で
創
造
す
る
と
い
う
テ
ー
マ
、
い
か
な
る
戦
略
で
、
い
か
な
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
、
い
か
な
る
方

向
性
へ
と
社
会
を
再
構
築
し
て
行
く
べ
き
か
と
い
う
問
題
構
制
が
真
に
意
味
を
持
つ
こ
と
は
な
い
。

安
定
化
の
手
段
が
脱
安
定
化
の
機
会
を
作
り
出
す

U
ngerの
反
自
然
主
義
的
社
会
理
論
は
、
紛
争
の
封
じ
込
め
･中
断
が
形
成
的
構

造
の
生
起
･安
定
化
を
、
そ
し
て
中
断
の
恒
常
化
が
当
該
構
造
の
自
然
化
を
帰
結
す
る
と
い
う
過
程
を
説
明
す
る
と
同
時
に
、
形
成
的
構

造
を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
の
様
々
な
方
法
が
〝脱
安
定
化
の
機
会
〟を
も
作
り
出
し
て
い
る
と
い
う
逆
説
を
示
す
点
に
お
い
て
、興
味
深
い
。

ま
ず
抽
象
的
に
言
え
ば
、
一
旦
安
定
し
た
構
造
は
、
人
々
の
日
常
的
行
為
･戦
略
･利
益
･価
値
･ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
･社
会
の
可
能
性

に
つ
い
て
の
前
提
的
観
念
を
形
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
こ
れ
ら
に
沿
っ
て
遂
行
さ
れ
る
日
々
の
定
型
的
行
為
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に

遂
行
的
に
そ
の
存
在
性
を
強
め
て
行
く
。
だ
が
、
よ
り
仔
細
に
考
察
す
れ
ば
、
定
型
的
行
為
や
前
提
的
想
念
の
中
に
隠
さ
れ
た
不
調
和
や

矛
盾
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
〝集
団
的
利
益
〟と
い
う
観
念
は
、
一
つ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
既
存
の
階
層
構
造
の
す
ぐ
下
の
ラ

イ
バ
ル
･グ
ル
ー
プ
を
脅
威
と
み
な
し
た
上
で
、
構
造
内
部
で
の
現
在
の
地
位
と
特
権
を
固
守
す
る
こ
と
に
存
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ

う
し
た
〝排
他
的
／
保
守
的
な
〟定
義
は
常
に
よ
り
〝包
摂
的
／
革
新
的
な
〟定
義
、
す
な
わ
ち
、
社
会
階
層
構
造
に
お
け
る
よ
り
高
い
地
位

に
あ
る
人
々
を
共
通
の
ラ
イ
バ
ル
と
み
な
し
、
下
位
の
グ
ル
ー
プ
を
む
し
ろ
戦
略
的
目
標
を
共
有
し
た
パ
ー
ト
ナ
ー
と
考
え
る
定
義
と
の

対
抗
関
係
に
あ
る
。
第
一
の
定
義
は
既
存
の
社
会
構
造
を
保
存
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
第
二
の
定
義
は
戦
略
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が

や
が
て
新
し
い
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
作
り
出
し
、
こ
の
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
こ
れ
に
適
切
な
敬
意
を
払
う
新
し
い
制

度
的
仕
組
･思
想
を
欲
す
る
と
い
う
可
能
性
を
開
く
。
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安
定
化
の
手
段
が
脱
安
定
化
の
機
会
を
生
み
出
す
こ
と
は
、
法
学
に
お
け
る
よ
り
馴
染
み
深
い
議
論
に
引
き
付
け
て
以
下
の
よ
う
に
パ

ラ
フ
レ
イ
ズ
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
批
判
法
学
こ
そ
、
法
(学
)は
社
会
構
造
の
安
定
化
と
脱
安
定
化
の
双
方
の
機
制
を
秘

め
た
知
的
資
源
で
あ
り
、
革
新
的
社
会
構
造
論
の
構
築
に
最
も
有
用
な
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
構
造
改
革
的
運
動

で
あ
っ
た
。
ま
ず
法
学
は
、一
般
に
、
法
規
範
(法
的
ル
ー
ル
や
法
原
則
)の
解
釈
･適
用
を
通
し
て
法
律
上
の
紛
争
に
終
局
的
解
決
を
与
え

る
実
践
の
学
で
あ
る
と
言
わ
れ
る(59

)。
つ
ま
り
法
(学
)は
、
社
会
安
定
化
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
第
二
に
、
解
釈
･適
用
の
対
象
で
あ
る

と
さ
れ
る
法
規
範
の
一
定
の
ま
と
ま
り
と
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
仕
組
は
、
一
般
に
〝制
度
〟と
呼
ば
れ
る
(こ
と
に
現
代
社
会
で
は
あ

ら
ゆ
る
社
会
制
度
は
法
的
に
定
義
さ
れ
る
)。
法
学
は
そ
れ
ゆ
え
、
制
度
的
仕
組
の
定
義
･解
釈
を
、
現
実
社
会
へ
の
適
用
を
通
し
て
(経

験
の
テ
ス
ト
を
通
し
て
)、し
か
も
個
々
の
紛
争
に
対
峙
す
る
と
い
う
ミ
ク
ロ
な
分
類
的
･分
析
的
視
覚
か
ら
行
う
学
問
で
あ
る
。
第
三
に
、

こ
う
し
た
経
験
を
通
し
た
･ミ
ク
ロ
な
法
制
度
分
析
が
日
常
的
に
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
紛
争
当
事
者
と
法
律
家
に
よ
っ
て
多
様
な
法
規

範
の
解
釈
が
―
―
し
た
が
っ
て
多
様
な
制
度
の
可
能
的
な
姿
が
―
―
不
断
に
提
案
さ
れ
る
こ
と
で
、法
(学
)と
い
う
知
的
資
源
は
多
様
性
･

多
元
性
･没
秩
序
性
こ
そ
を
本
質
的
特
徴
と
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。(少
な
く
と
も
批
判
法
学
の
最
良
の
仕
事
は
、
合
理
的
粉
飾

を
纏
わ
な
い
法
素
材
の
こ
う
し
た
｢あ
り
の
ま
ま
の
｣記
述
を
与
え
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
来
た
。
カ
ッ
コ
付
き
で
あ
る
の
は
、
究
極
的
に

は
批
判
法
学
も
ま
た
理
論
負
荷
性
を
免
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。)こ
う
し
て
、
社
会
構
造
の
安
定
化
･秩
序
化
こ
そ
を
任
務
と
信
ず
る
法

律
家
の
日
常
的
な
定
型
的
行
為
(法
の
解
釈
適
用
を
通
し
た
紛
争
解
決
)は
、
そ
れ
が
誠
実
に
果
た
さ
れ
れ
ば
果
た
さ
れ
る
ほ
ど
、
ル
ー
ル
･

原
理
･政
策
指
針
(＝
新
し
い
制
度
的
仕
組
の
萌
芽
)の
多
様
性
を
、
す
な
わ
ち
既
存
構
造
を
脱
安
定
化
す
る
た
め
の
機
会
を
露
わ
に
す
る

の
で
あ
る
―
―
法
制
度
の
不
確
定
性
。

(三
)で
言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
脱
安
定
化
の
機
制
を
明
示
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
構
造
を
脱
堅
固
化
す
る
こ
と
が
人
間
の
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諸
力
を
高
め
る
こ
と
に
繋
が
る
と
い
う
仮
説
が
、
U
ngerの
脱
堅
固
化
-能
力
授
与
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
。
次
章
で
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
す
る
の

は
、
こ
う
し
た
諸
力
の
共
通
項
を
要
約
す
る
〝否
定
的
創
造
力
〟と
い
う
キ
ー
･ワ
ー
ド
で
あ
る
。

(28
)
M
erriam
-W
ebster
D
ictionary(available
at
http://w
w
w
.m
erriam
-w
ebster.com
)に
は
form
ative
と
い
う
語
の
定
義
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

1.a:giving
or
capable
ofgiving
form
:constructive…
/b:used
in
w
ord
form
ation
or
inflection

2.:capable
ofalternation
by
grow
th
and
developm
ent;also:producing
new
cells
and
tissues

3.:of,relation
to,or
characterized
by
form
ative
effects
or
form
ation:form
ative
years

(29
)
UN
GER
,CLSM
at94
;UN
GER
,FN
at532-534
;UN
GER
,A
N
O
T
H
ER
TIM
E
at72.

(30
)
形
成
的
構
造
概
念
は
ミ
ク
ロ
な
視
点
を
む
し
ろ
欠
く
あ
ま
り
に
も
大
雑
把
な
概
念
で
あ
る
、
行
為
こ
そ
が
構
造
を
形
成
し
て
い
る
の
だ
と
し
て

U
nger理
論
お
よ
び
批
判
法
学
的
構
造
･意
識
研
究
を
批
判
す
る
―
―
た
だ
実
際
に
は
U
nger理
論
の
含
意
に
沿
っ
て
そ
の
行
間
を
埋
め
る
議
論
を

展
開
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
―
―
論
稿
と
し
て
、
D
avid
E.V
an
Zandt,Com
m
onsense
R
easoning
and
Social
Change
in
RO
BIN

LO
V
IN
&
M
ICH
A
EL
PERRY
ED
S.,CRIT
IQ
U
E
A
N
D
CO
N
ST
RU
CT
IO
N
:A
SY
M
PO
SIU
M
O
N
RO
BERT
O
UN
GER
’S
PO
LIT
ICS
(1990),at160-205.

(31
)
UN
GER
,FN
at58-66.

(32
)
UN
GER
,FN
at68.

(33
)
Cf.富
永
健
一
『社
会
学
原
理
』(一
九
八
六
年
、
岩
波
書
店
)二
〇
八
-二
四
一
頁
。

(34
)
UN
GER
,FN
at58.

(35
)
UN
GER
,FN
at41-43.

(36
)
UN
GER
,ST
at151.

(37
)
UN
GER
,FN
at58-59.

(38
)
UN
GER
,FN
at59.

(39
)
UN
GER
,FN
at60.

(40
)
UN
GER
,FN
at61.
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(41
)
UN
GER
,FN
at62.

(42
)
UN
GER
,FN
at63.

(43
)
UN
GER
,FN
at65.

(44
)
UN
GER
,ST
at152.

(45
)
Cf.UN
GER
,D
R
at
235-251
;K
.Crenshaw
,M
apping
the
M
argins:
Intersectionality,
Identity
Politics,
and
V
iolence
A
gainst

W
om
en
ofColor,43
ST
A
N
.L.R.1241(1991).

(46
)
法
の
不
確
定
性
批
判
の
徹
底
化
さ
れ
た
表
現

the
radicalization
ofindeterm
inacy

と
し
て
は
、
例
え
ば
D
uncan
K
ennedy,Critique
of
R
ights
in
Critical
Legal
Studies,in

W
EN
D
Y
BRO
W
N
&
JA
N
ET
HA
LLEY
ED
S.,LEFT
LEGA
LISM
/LEFT
CRIT
IQ
U
E
(2002)at178-228
を
参
照
。

(47
)
UN
GER
,ST
at154.

(48
)
UN
GER
,W
SLA
B
at119-128,参
照
、
拙
稿
｢批
判
法
学
制
度
派
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
―
―
Roberto
U
ngerは
法
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
視

る
の
か
―
―
｣『法
社
会
学
』第
八
三
号
(二
〇
一
七
年
)八
五
-九
八
頁
。

(49
)
制
度
改
革
訴
訟
･構
造
改
革
命
令
と
呼
ば
れ
る
制
度
や
批
判
法
学
(例
外
的
ル
ー
ル
･対
抗
的
原
理
･逸
脱
的
法
理
の
日
常
的
生
起
に
注
目
す
る
思
考

実
践
)が
注
目
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
合
理
的
配
慮
概
念
に
触
れ
た
脚
注
(25
)も
参
照
。

(50
)
UN
GER
,FN
at279-280.

(51
)
本
文
｢結
語
に
代
え
て
『agency
の
問
題
』｣を
参
照
。

(52
)
UN
GER
,FN
at281.

(53
)
前
掲
拙
論
文
、
｢Roberto
U
ngerの
法
社
会
理
論
｣三
一
-三
二
頁
。

(54
)
UN
GER
,FN
at221-223.

(55
)
形
成
的
構
造
の
多
元
性
の
み
で
は
な
く
、
他
の
こ
れ
ま
で
の
テ
ー
マ
と
も
共
鳴
す
る
社
会
学
者
の
言
葉
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
｢は
る
か
に
複
合
的
･

偶
発
的
で
そ
し
て
裂
け
目
を
有
し
た
社
会
観
念
―
そ
し
て
構
造
の
観
念
―
を
採
用
し
な
い
か
ぎ
り
、
私
た
ち
は
構
造
理
論
の
な
か
に
変
化
の
理
論
を

組
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
･･･。
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
構
造
の
通
常
の
作
動
が
変
革
を
発
生
さ
せ
る
仕
方
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
概
念
的
語

彙
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
私
は
以
下
の
五
つ
の
鍵
と
な
る
原
理
を
提
案
す
る
。
構
造
の
複
合
性
、
ス
キ
ー
ム
の
置
換
可
能
性
、
資
源
蓄
積

の
非
予
測
可
能
性
、
資
源
の
多
義
性
、
そ
し
て
構
造
の
交
差
で
あ
る
。｣(W
illiam
H
.Sew
ellJr.,A
T
heory
ofStructure:D
uality,A
gency,

and
T
ransform
ation,in
W
ILLIA
M
H
.SEW
ELL
Jr.,LO
GICS
O
F
HIST
O
RY
:SO
CIA
L
TH
EO
RY
A
N
D
SO
CIA
L
TRA
N
SFO
RM
A
T
IO
N
(2005)at
140,

139-143.)
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(56
)
UN
GER
,FN
at278.

(57
)
UN
GER
,FN
at126
;UN
GER
,ST
at171.

(58
)
UN
GER
,LA
atxxi.

(59
)
Cf.川
島
武
宜
｢争
い
と
裁
判
｣(『川
島
武
宜
著
作
集
第
三
巻
』)二
三
九
-二
四
〇
頁
。

Ⅲ

否
定
的
創
造
力

〝否
定
的
創
造
力
(negative
capability)〟と
い
う
概
念
は
、
詩
人
John
K
eatsの
用
語
に
U
ngerが
独
特
の
意
味
を
与
え
た
も
の

で
あ
る(60

)。
最
も
抽
象
的
に
は
、
ル
ー
ル
や
ル
ー
テ
ィ
ン
が
予
定
･予
期
し
て
い
る
こ
と
に
逆
ら
っ
て
〝非
定
型
的
に

nonform
ulaically

〟行
為
す
る
こ
と
の
で

き
る
能
力(61
)、
あ
る
い
は
｢人
間
精
神
が
持
つ
自
己
批
判
力
の
最
も
根
本
的
な
も
の
｣(62
)、
す
な
わ
ち
自
身
が
拠
っ
て
樹
つ
前
提
と
こ
の
前
提
に

基
づ
い
た
思
考
･行
為
そ
の
も
の
を
否
定
･批
判
･変
革
す
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
が
、
否
定
的
創
造
力
で
あ
る
と
さ
れ
る(63
)。
つ
ま
り
、
社

会
構
造
の
中
で
生
き
な
が
ら
こ
れ
に
没
入
す
る
こ
と
な
く
、
当
該
構
造
を
認
識
･批
判
し
、
新
し
い
諸
制
度
や
思
想
を
創
発
す
る
人
間
主

体
の
諸
能
力
が
否
定
的
創
造
力
と
い
う
言
葉
で
要
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
興
味
深
い
こ
と
に
、
U
nger理
論
に
お
い
て
否
定

的
創
造
力
は
、
人
間
主
体
論
･自
由
論
の
鍵
と
な
る
概
念
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
形
成
的
構
造
の
生
成
と
変
化
に
説
明
を
与
え

る
た
め
の
中
心
概
念
で
も
あ
る
。
社
会
構
造
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
―
―
繰
り
返
す
が
―
―
社
会
成
立
の
諸
条
件
･社
会
を
形
作

る
〝諸
制
約
〟に
つ
い
て
説
明
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る(64
)。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
否
定
的
創
造
力
論
は
、
人
間
及
び
社
会
の
〝可
能
性
〟に

つ
い
て
の
議
論
と
し
て
、
か
つ
同
時
に
〝制
約
〟に
つ
い
て
の
議
論
と
し
て
も
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
形
成
的
構
造
と
そ
の
諸
要
素
は
、
脱
堅
固
化
(disentrenchm
ent)･脱
自
然
化
(denatu-

ralization)･偽
の
必
然
性
か
ら
の
解
放
(em
ancipation
from
false
necessity)と
い
う
〝性
質
〟に
お
い
て
多
様
で
あ
る
が
、
こ
う
し
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た
質
的
相
違
は
二
つ
の
側
面
を
持
つ
。
脱
堅
固
化
･脱
自
然
化
の
第
一
の
側
面
は
、
形
成
的
構
造
が
日
常
的
な
批
判
と
修
正
に
開
か
れ
て

い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
―
―
U
ngerの
比
喩
的
定
義
に
よ
れ
ば
―
―
定
型
的
行
為
と
構
造
変
革
的
行
為
と
の
〝距
離
が
短
い
〟こ
と
を
意

味
す
る
の
で
あ
っ
た
。
第
二
の
側
面
は
、
私
た
ち
の
社
会
的
諸
関
係
(実
践
的
･情
緒
的
･知
性
的
諸
関
係
)が
社
会
的
階
層
区
分
か
ら
解
放

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
社
会
構
造
の
柔
軟
化
と
は
、
階
級
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
そ
の
他
の
社
会
的
地
位
･カ
テ
ゴ
リ
ー
が

人
生
経
験
に
及
ぼ
し
て
来
る
影
響
力
を
小
さ
く
す
る
こ
と
を
意
味
す
る(65

)。
こ
の
二
つ
の
側
面
は
次
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
結
び

つ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
区
分
･階
層
構
造
は
、
特
定
の
基
本
制
度
と
想
念
が
何
ら
か
の
社
会
生
活
の
形
式
を
定
義
し
か
つ
安

定
さ
せ
て
初
め
て
隆
起
す
る
が
、
翻
っ
て
こ
れ
ら
の
制
度
と
想
念
が
安
定
す
る
の
は
、
定
型
的
行
為
が
方
向
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
該
制
度
･

想
念
に
批
判
･修
正
の
触
手
が
及
ば
な
く
な
る
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
ポ
イ
ン
ト
は
《基
本
制
度
と
想
念
を
批
判
･修
正
か
ら

〝隔
離
す
る
こ
と
･閉
ざ
す
こ
と

im
m
unization

〟》に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
逆
に
、
形
成
的
構
造
を
構
成
す
る
基
本
制
度
と
想
念
を
批
判
と
修
正
に
開
く
こ
と

が
、
社
会
的
階
層
区
分
の
安
定
性
を
減
退
さ
せ
、
社
会
生
活
に
対
し
て
持
つ
影
響
力
を
弱
め
る
こ
と
に
結
び
つ
く
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る(66
)。形

成
的
構
造
の
脱
自
然
化
･柔
軟
化
は
社
会
に
有
形
無
形
の
様
々
な
利
益
を
も
た
ら
す
が
、
U
ngerの
視
る
と
こ
ろ
、
個
人
的
･集
団

的
能
力
授
与
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
は
、
こ
う
し
た
構
造
の
柔
軟
化
･脱
自
然
化
と
い
う
観
念
を
知
悉
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
形
成
的
構
造
の

桎
梏
を
拒
否
し
て
逆
に
構
造
に
対
す
る
支
配
力
を
留
保
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
ゆ
え
、
一
般
的
に
否
定
的
創
造
力
と
呼
ば
れ
る
の
が
相
応

し
い(67
)。
こ
う
し
た
否
定
的
創
造
力
の
獲
得
･有
形
無
形
の
利
益
の
創
出
と
い
う
果
実
こ
そ
が
、
〝よ
り
柔
軟
な
社
会
〟･〝階
層
と
社
会
的
役

割
の
檻
か
ら
解
放
さ
れ
た
社
会
〟に
向
か
っ
て
累
積
的
変
化
が
起
こ
る
可
能
性
を
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
制
度
構
造
が
作
り
出
し
た
機
能

上
の
有
利
性
(否
定
的
創
造
力
の
発
展
と
い
う
〝結
果
〟)が
、
当
該
制
度
の
生
起
･持
続
･発
展
の
〝原
因
〟と
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
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と
で
あ
り
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い(68

)。

以
下
で
は
、本
章
に
お
い
て
、こ
う
し
た
種
々
の
能
力
授
与
概
念
、及
び
こ
れ
が
〝柔
軟
で
(disentrenched,hierarchy-subverting)〟

〝改
定
可
能
な
(revisable)〟制
度
の
発
明
に
ど
の
よ
う
に
し
て
依
存
し
て
い
る
の
か
を
パ
ラ
フ
レ
ズ
す
る
。
そ
し
て
結
語
に
代
え
て
、

U
ngerが
〝人
間
営
為
の
企
図
性
(agency)の
問
題
〟と
呼
ぶ
、
構
造
論
に
と
っ
て
重
要
な
番
い
と
な
る
テ
ー
マ
を
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
し
て

本
ノ
ー
ト
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

(一
)否
定
的
創
造
力
の
実
践
的
･経
済
的
側
面(69

)

実
際
的
利
益
に
関
わ
る
否
定
的
創
造
力
の
例
は
、
社
会
の
生
産
力
(及
び
軍
事
力
)の
発
展
で
あ
る
。
制
度
の
柔
軟
化
と
生
産
力
の
発
展

と
し
て
の
否
定
的
創
造
力
の
関
係
は
、
以
下
の
よ
う
に
ご
く
馴
染
み
深
い
観
念
に
基
づ
く
。
経
済
的
合
理
性
あ
る
い
は
効
率
性
は
、
生
産

諸
要
素
を
最
も
有
利
な
か
た
ち
で
組
み
合
わ
せ
置
換
す
る
自
由
を
要
請
す
る
。
よ
り
抽
象
的
に
言
え
ば
、
柔
軟
性
を
最
大
化
す
る
こ
と
が

実
践
的
成
功
に
奉
仕
す
る
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
目
的
･課
題
の
設
定
(task-defining
activities)と
手
段
･方
法
の
選
択
(task-

executing
activities)と
が
相
互
に
交
渉
し
学
習
し
合
う
と
い
う
イ
メ
ー
ジ(70

)、
人
間
労
働
を
組
織
化
し
こ
れ
を
物
質
的
･技
術
的
資
源
を

最
大
限
活
用
し
つ
つ
う
ま
く
調
整
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
、あ
る
い
は
自
由
に
柔
軟
に
自
己
修
正
を
行
う
共
同
作
業
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、

実
践
的
な
合
理
性
の
社
会
的
表
現
で
あ
る
。
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
忠
実
な
構
造
を
も
っ
た
事
業
･組
織
―
―
持
続
的
学
習
と
実
験(71
)、
決

定
と
実
行
の
混
交
、
協
働
的
競
争(72
)と
い
っ
た
特
徴
を
持
つ
U
ngerが
〝前
衛
的
事
業
(vanguardistfirm
s)(73
)〟と
呼
ぶ
先
端
企
業
―
―
を

創
出
す
る
に
は
、
固
定
し
た
社
会
的
階
層
区
分
が
持
つ
共
働
関
係
･取
引
関
係
に
対
す
る
影
響
力
を
弱
め
、
新
し
い
技
術
上
の
機
会
を
成

功
裏
に
使
う
た
め
の
組
織
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
を
開
発
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
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階
層
構
造
の
解
消
を
通
し
た
否
定
的
創
造
力
(生
産
な
力
･実
践
的
活
動
力
)の
発
展
、
こ
れ
が
拓
く
社
会
変
化
の
可
能
性
を
強
調
す
る

U
ngerの
主
張
は
、
こ
こ
で
も
マ
ル
ク
ス
主
義
の
命
題
を
意
識
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
描
く
生
産
諸
様
式
の
変
遷

は
、
剰
余
価
値
の
強
制
的
吸
い
上
げ
―
―
階
級
構
造
と
こ
れ
が
要
求
す
る
生
産
関
係
に
基
づ
く
搾
取
―
―
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
推
し
進

め
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
平
等
社
会
で
は
あ
っ
た
が
物
質
的
欠
乏
と
古
い
伝
統
の
軛
の
も
と
に
あ
っ
た
原
始
共
産
主
義
を
脱
し
て

高
次
の
共
産
主
義
へ
と
到
達
す
る
た
め
に
は
、
人
類
は
階
級
闘
争
と
い
う
試
練
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る(74

)。
階
級
構

造
が
峭
刻
さ
を
極
め
る
と
こ
ろ
に
―
―
す
な
わ
ち
形
成
的
構
造
の
堅
固
化

entrenchm
entに
―
―
社
会
変
革
(革
命
)の
契
機
を
見
出
す
マ
ル
ク
ス
主
義

と
、
階
層
構
造
の
柔
軟
化

disentrenchm
entを

通
し
た
能
力
授
与
に
漸
進
的
･累
積
的
社
会
変
化
の
可
能
性
を
視
る
U
nger理
論
と
い
う
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

で
あ
る
。

た
だ
し
、
U
ngerに
よ
れ
ば
、
史
的
唯
物
論
の
進
化
論
的
構
成
に
も
否
定
的
創
造
力
論
の
一
種
と
し
て
解
釈
し
得
る
テ
ー
マ
が
あ
る

と
い
う
。
例
え
ば
、
｢資
本
主
義
｣は
階
級
的
抑
圧
を
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
お
い
て
悪
化
さ
せ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
先
行
し
た
ど
の

生
産
様
式
に
も
増
し
て
、
全
て
の
人
々
の
労
働
力
が
相
互
に
交
換
可
能
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
労
働
力
の
等

価
性
･普
遍
性
･自
由
な
組
換
可
能
性
と
い
う
性
質
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
交
換
価
値
の
使
用
価
値
に
対
す
る
優
位
性
と
い
う
考
え
方

は
、
徹
底
し
て
労
働
力
を
商
品
と
し
て
観
念
す
る
と
い
う
考
え
方
と
結
び
つ
い
て
、
生
産
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
形
式
が
他
の
形
式
へ
と
変
換

可
能
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
生
産
様
式
の
変
遷
･発
展
の
物
語
は
、
硬
い
社
会
的
役
割
･序
列
関
係
を
免

れ
た
よ
り
自
由
な
機
動
性
を
持
つ
･統
合
的
普
遍
的
な
労
働
力
の
重
要
性
を
徐
々
に
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
流
れ
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と

も
で
き
る
の
で
あ
る(75
)。
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(二
)自
己
実
現
な
い
し
は
自
由
と
否
定
的
創
造
力

二
つ
目
の
能
力
授
与
は
、
相
対
立
す
る
二
つ
の
自
己
表
現
の
実
現
条
件
(enabling
conditions
ofself-assertion)の
衝
突
を
弱
め
る

こ
と
で
あ
る
。(比
較
的
初
期
の
著
作
『情
念
』の
中
で
深
め
ら
れ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。(76

))
自
由
に
行
為
で
き
る
･自
由
で
あ
る
と
い
う
経
験
を

得
る
た
め
に
は
、
ひ
と
は
様
々
な
形
式
の
集
団
生
活
を
生
き
、
そ
の
中
で
物
質
的
･情
緒
的
･知
的
資
源
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
商
品
･

労
働
力
を
交
換
す
る
分
業
を
通
し
た
財
の
獲
得
(物
質
的
資
源
)、
参
与
す
る
こ
と
･相
互
に
関
わ
り
合
う
こ
と
そ
の
も
の
を
目
的
と
す
る

共
同
体
で
の
相
互
承
認
(情
緒
的
資
源
)、
文
化
的
生
活
に
お
け
る
自
己
省
察
･自
己
表
現
･他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
(知

的
資
源
)な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
共
同
生
活
に
お
い
て
ひ
と
は
、
従
属
的
立
場
に
お
か
れ
る
危
険
性
、
個
性
を
奪
わ

れ
る
危
険
性
に
常
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
分
業
の
場
に
お
け
る
社
会
的
地
位
の
階
層
構
造
、
私
的
生
活
に
お
け
る
力
関
係
、
文
化
的
価
値

の
階
層
序
列
な
ど
、
共
同
生
活
は
、
他
者
へ
の
依
存
状
態
に
追
い
込
ま
れ
る
危
険
性
(subjugation,dependence)、
社
会
的
役
割
や

地
位
の
堅
牢
に
閉
じ
込
め
ら
れ
個
と
し
て
の
自
己
を
失
う
危
険
性
(depersonalization)と
常
に
隣
合
わ
せ
で
あ
る
。

自
由
の
欠
如
･閉
塞
感
と
い
う
経
験
は
、
〝他
者
と
関
わ
り
合
う
必
要
性
〟と
〝他
者
へ
の
従
属
･依
存
か
ら
逃
れ
る
必
要
性
〟と
い
う
自
由

の
二
つ
の
条
件
が
和
解
せ
ず
に
衝
突
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
の
能
力
授
与
と
は
、
こ
の
二
つ
の
自
己
実
現
の
条

件
の
和
解
を
成
功
裏
に
―
―
完
全
な
和
解
は
不
可
能
で
あ
る
に
せ
よ(77
)―
―
行
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
他
者
と
の
協
働
･情
緒
的
結
び
付
き

が
同
時
に
個
人
と
し
て
の
人
生
の
発
展
機
会
と
な
る
よ
う
な
社
会
生
活
の
形
式
を
構
想
･獲
得
で
き
た
人
々
が
、
自
由
を
獲
得
し
た
人
々
･

能
力
授
与
を
得
た
人
々

em
pow
ered
people

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
形
成
的
構
造
の
脱
堅
固
化
の
先
の
第
二
の
側
面
が
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
能
力
授
与
に
直
接

的
に
関
わ
っ
て
い
る
。
各
重
要
資
源
が
一
部
の
特
権
的
集
団
に
の
み
集
中
す
る
こ
と
を
阻
む
基
本
制
度
と
想
念
は
、
社
会
的
階
層
区
分
を
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弱
め
る
こ
と
で
、
共
同
生
活
に
常
に
付
随
し
て
い
る
依
存
と
個
性
喪
失
へ
の
圧
力
を
弱
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
形

成
的
構
造
の
柔
軟
化
は
否
定
的
創
造
力
の
自
己
実
現
･自
由
と
い
う
側
面
を
涵
養
す
る
こ
と
に
資
す
る
だ
ろ
う(78

)。

(三
)構
造
に
対
す
る
支
配
力

構
造
の
柔
軟
化
と
は
、
脱
自
然
化
す
な
わ
ち
〝人
工
性
〟の
鮮
明
化
を
意
味
す
る
か
ら
、
否
定
的
創
造
力
の
授
与
は
、
形
成
的
構
造
に
対

す
る
私
た
ち
人
間
の
支
配
力
の
涵
養
と
い
う
側
面
を
も
持
つ
。
｢現
実
的
な
も
の
を
理
念
的
な
も
の
｣と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
誘
惑
に
抗
す

る
批
判
能
力
を
保
持
し
つ
つ
、
社
会
的
活
動
に
積
極
的
に
参
与
し
関
わ
り
合
う
力
(engagem
ent
w
ithout
surrendering
to
the

form
ative
context)、
あ
る
い
は
｢同
時
に
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
り
か
つ
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
で
あ
る
自
由
(freedom
to
be
outsider

and
insider
atthe
sam
e
tim
e)｣(79
)を
促
進
す
る
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
制
度
や
因
襲
に
対
す
る
｢永
遠
の
抵
抗
｣、
さ
も
な
け

れ
ば
｢不
承
不
承
の
･自
己
欺
瞞
的
な
甘
受
｣と
い
う
二
者
択
一
で
は
な
い
形
で
の
社
会
参
与
の
あ
り
方
を
可
能
に
す
る
能
力
授
与
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
自
己
利
益
の
実
現
を
追
求
す
る
日
常
的
営
為
が
、
制
度
と
想
念
の
批
判
･再
創
造
に
他
者
と
共
に
参
加
す
る
と
い
う
経
験
へ
と

拡
が
っ
て
ゆ
き
、
こ
う
し
た
形
成
的
構
造
の
再
創
造
が
改
め
て
〝自
分
(た
ち
)の
利
益
〟な
る
も
の
を
も
再
定
義
し
て
い
く
と
い
う
螺
旋
的

展
開
を
も
ち
得
る
能
力
授
与
で
あ
る
。
右
の
第
二
の
否
定
的
創
造
力
が
、
特
定
の
社
会
関
係
(特
定
の
社
会
的
役
割
･階
層
区
分
)に
対
す

る
脱
堅
固
化
･柔
軟
化
に
関
わ
る
の
に
対
し
て
、こ
の
第
三
の
否
定
的
創
造
力
は
、よ
り
一
般
的
に
、形
成
的
文
脈
そ
れ
自
体
の
脱
堅
固
化
･

柔
軟
化
に
関
わ
る
。
否
定
的
創
造
力
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
人
間
の
相
互
関
係
の
性
質
、
及
び
人
間
と
共
有
さ
れ
た
文
脈
と
の
関
係
の
性
質

に
光
を
あ
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
だ
。
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こ
う
し
た
〝否
定
的
創
造
力
〟、
〝衝
突
す
る
自
己
実
現
の
条
件
の
矛
盾
の
緩
和
〟、
〝形
成
的
文
脈
に
対
す
る
支
配
力
の
保
持
〟と
い
っ
た

U
nger流
の
語
彙
･テ
ー
マ
設
定
は
、
他
の
論
者
や
知
的
伝
統
と
の
繋
が
り
が
稀
薄
だ
と
の
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
決

し
て
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
自
由
に
つ
い
て
の
制
度
的
条
件
と
生
産
力
に
つ
い
て
の
制
度
的
条
件
が
密
接
不
可
分
に
結
び
つ
い

て
社
会
の
基
本
構
造
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
念
は
、
自
由
主
義
と
社
会
主
義
と
が
共
通
に
携
え
て
来
た
そ
れ
で
あ
る
か
ら

だ(80
)。脱

自
然
化
･脱
堅
固
化
―
―
階
層
的
役
割
区
分
を
弱
め
、
日
常
的
な
批
判
･修
正
に
開
か
れ
た
人
間
関
係
･社
会
構
造
を
創
出
す
る
こ
と

―
―
は
、
(ａ
)経
済
力
そ
の
他
の
実
践
的
能
力
の
発
展
、
(ｂ
)個
の
自
己
実
現
力
(水
平
性
･連
帯
性
の
高
ま
っ
た
人
間
関
係
の
な
か
で
個

性
を
開
花
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
)の
増
進
、そ
し
て
(ｃ
)形
成
的
構
造
に
対
す
る
支
配
力
(社
会
･文
化
を
創
る
力
、社
会
の
制
度
基
盤
･

実
践
方
法
を
自
分
た
ち
で
創
発
的
に
提
案
で
き
る
こ
と
)の
増
大
と
い
っ
た
人
間
生
活
に
お
け
る
各
種
の
〝善
〟を
実
現
す
る
た
め
の
共
通

の
制
度
的
条
件
で
あ
る
、
こ
れ
が
右
で
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
し
た
U
ngerの
脱
堅
固
化
-能
力
授
与
テ
ー
ゼ
の
骨
子
で
あ
る(81

)。
逆
に
言
え
ば
、

こ
れ
ら
の
善
と
そ
の
実
現
条
件
は
、
《構
造
(文
脈
･関
係
)へ
の
人
間
主
体
の
対
峙
、
悪
し
き
側
面
の
否
定
ㅡ

ㅡ

、
新
し
い
も
の
の
創
造
ㅡ

ㅡ

》と
い

う
社
会
理
論
の
根
本
課
題
と
関
わ
る
共
通
の
切
り
口
か
ら
光
を
あ
て
る
こ
と
で
、
〝否
定
的
創
造
力
の
授
与
〟と
い
う
一
般
概
念
に
包
摂
し

て
そ
の
本
質
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
新
た
な
社
会
制
度
の
創
設
、
こ
れ
を
通
し
た
社
会
の
脱
堅
固
化
･流

動
化
は
、
時
の
支
配
者
の
強
権
の
発
動
(社
会
の
人
工
性
＝
｢人
の
支
配
｣の
前
景
化
)に
よ
っ
て
も
可
能
と
な
り
得
る
こ
と
か
ら
し
て
も(82
)、

右
の
(ａ
)(ｂ
)(ｃ
)の
制
度
的
条
件
が
必
然
的
に
収
斂
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
だ
が
逆
に
、
こ
れ
ら
が
｢必
然
的
に
矛
盾
す
る
｣(ゆ
え

に
、
い
ず
れ
か
の
善
と
そ
の
制
度
的
表
現
の
優
位
性
を
論
じ
る
こ
と
が
規
範
理
論
の
課
題
で
あ
る(83
))と
考
え
る
の
も
ま
た
誤
謬
で
あ
る
。

脱
自
然
化
･脱
堅
固
化
と
い
う
要
請
が
、
以
下
の
よ
う
に
現
代
思
想
の
根
本
理
念
と
結
び
つ
い
た
と
き
、
共
通
の
制
度
条
件
の
探
求
は
正
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統
な
知
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
共
鳴
す
る
も
の
と
な
る
。

U
ngerの
読
解
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
、
自
由
主
義
と
社
会
主
義
(さ
ら
に
は
共
産
主
義
)の
本
来
の
共
通
理
念
は
、
近
代
･現
代
の
あ

ら
ゆ
る
社
会
･領
域
に
響
き
渡
る
思
想
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る(84

)。
た
だ
し
、
モ
ダ
ン
･デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
真
髄
は
、
狭
義
の
民
主
主
義
概

念
―
―
多
元
主
義
的
政
党
政
治
、
政
府
の
説
明
責
任
を
実
質
化
す
る
た
め
の
普
遍
選
挙
等
々
―
―
を
超
え
た
よ
り
広
義
の
か
つ
根
本
的
な

観
点
か
ら
理
解
す
る
と
き
に
初
め
て
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
民
主
体
制
の
本
質
は
、
〝物
質
的
進
歩
〟と
〝個
人
の
自
由
〟と
い
う
善

の
追
求
を
両
立
･和
解
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
に
よ
り
大
き
な
実
際
的
･道
徳
的
利
益
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
と

い
う
こ
と
に
あ
る
。
物
質
的
･経
済
的
･実
践
的
な
発
展
の
た
め
に
、
単
純
労
働
や
無
能
力
状
態
か
ら
市
民
を
解
放
し
、
そ
の
自
由
な
欲
求

充
足
を
可
能
と
す
る
道
具
や
発
明
を
与
え
る
空
間
(市
場
)。
個
々
の
才
能
を
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
中
で
開
花
さ
せ
る
た
め
に
、
既
存
の
思
考

枠
組
･労
働
慣
行
･社
会
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
に
囚
わ
れ
ず
に
こ
れ
ら
を
自
由
に
組
み
替
え
る
こ
と
こ
そ
全
体
の
有
形
･無
形
の
利
益
に
適

う
と
み
る
組
織
(企
業
･事
業
体
)。
社
会
的
階
層
区
分
そ
の
他
の
諸
属
性
か
ら
解
放
さ
れ
て
互
い
を
個
と
し
て
遇
し
合
い
学
び
高
め
合
う

場
所
、
実
験
主
義
的
な
共
同
学
習
を
行
う
場
所
(学
校
)。
こ
う
し
た
諸
空
間
を
優
れ
て
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
構
造
を
志
向
し
た
も
の
で

あ
る
と
特
徴
付
け
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
精
神
的
利
益
と
物
質
的
利
益
と
が
二
つ
な
が
ら
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
た
め
の
基
本
構
造
を
発
見
な
い

し
は
創
出
す
る
こ
と
に
こ
そ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
根
本
目
的
が
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

一
九
世
紀
の
思
想
家
た
ち
の
誤
謬
は
、
こ
う
し
た
経
済
的
発
展
と
精
神
的
解
放
と
の
間
に
は
自
然
な
収
斂
が
あ
る
と
考
え
た
こ
と
に
あ

る(85
)。
こ
れ
に
対
し
て
今
日
の
私
た
ち
の
信
念
は
、
こ
う
し
た
複
数
の
善
の
制
度
的
諸
条
件
は
自
然
に
収
斂
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
本
来

的
に
矛
盾
し
合
う
も
の
で
も
決
し
て
な
く
、
こ
れ
ら
が
〝重
な
り
合
う
領
域
(a
zone
ofpossible
intersection)(86
)〟を
探
求
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
い
う
(控
え
目
な
)そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
根
本
理
念

radicalcause

に
忠
実
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
―
―
ラ
デ
ィ
カ
ル
･
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デ
モ
ク
ラ
シ
ー
―
―
の
本
質
は
、
社
会
思
想
を
教
条
的
想
定
か
ら
、
す
な
わ
ち
形
成
的
構
造
を
構
成
す
る
基
本
制
度
･想
念
に
は
必
然
的

な
姿
･自
然
な
収
斂
が
あ
る
ゆ
え
選
択
肢
は
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
偽
の
想
定
か
ら
解
放
し
、
物
質
的
進
歩
の
制
度
的
条
件
の
お
よ
そ

無
数
の
オ
プ
シ
ョ
ン
と
個
の
解
放
の
同
様
に
無
数
の
オ
プ
シ
ョ
ン
と
が
重
な
り
合
い
を
見
せ
る
だ
ろ
う
領
域
を
探
求
す
る
試
み
に
あ
る
。

一
九
世
紀
的
思
想
傾
向
の
具
体
例
と
し
て
、
市
場
を
構
成
す
る
制
度
的
仕
組
―
―
U
nger
が
〝私
的
権
利
複
合
体
(private-rights

com
plex)〟と
呼
ん
で
分
析
す
る
レ
ジ
ー
ム
―
―
に
つ
い
て
の
古
典
的
自
由
主
義
者
と
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
共
通
の
議
論
傾
向
(経
済
社

会
の
制
度
構
造
の
自
然
視
)を
瞥
見
し
て
お
こ
う(87

)。
私
的
権
利
複
合
体
の
興
味
深
い
特
徴
は
、
こ
れ
ら
が
政
治
･行
政
過
程
を
除
い
た
非
経

済
的
な
社
会
諸
関
係
の
基
本
構
造
を
構
成
す
る
法
的
権
利
の
〝モ
デ
ル
〟を
提
供
し
て
来
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、所
有
権
(あ

ら
ゆ
る
権
能
の
統
合
と
し
て
の
所
有
権
consolidated
property(88
);unified
m
odelofproperty(89
))及
び
契
約
制
度
(意
思
理
論
に
基
づ

く
古
典
的
契
約
理
論
)の
セ
ッ
ト
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
人
間
の
活
動
領
域
は
、
政
治
的
･行
政
的
権
力
作
用
の
侵
入
か
ら
原
則
的
に
遮
断

さ
れ
た
｢自
由
の
領
域
｣と
し
て
の
私
的
秩
序
に
本
質
的
に
内
在
す
る
法
的
構
造
と
し
て
観
念
さ
れ
提
示
さ
れ
て
来
た
。
つ
ま
り
、
経
済
的

発
展
の
制
度
的
条
件
と
し
て
の
所
有
･契
約
は
、
自
由
･個
の
解
放
の
制
度
的
条
件
で
も
あ
る
と
観
念
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ

う
し
た
所
有
･契
約
を
権
利
の
模
範
形
と
し
た
自
由
な
市
民
社
会
擁
護
論
は
、
我
が
国
に
お
い
て
も
戦
後
近
代
啓
蒙
主
義
た
ち
の
―
―
し

か
も
M
arx
の
発
展
段
階
論
を
一
部
組
み
込
ん
だ
―
―
基
礎
法
学
的
仕
事
に
よ
っ
て
情
熱
的
に
展
開
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は

思
い
返
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う(90
)。

こ
う
し
た
｢市
場
構
造
の
前
-政
治
的
な
自
然
な
か
た
ち
｣と
い
う
観
念(91
)は
、
自
由
主
義
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
主
義
双
方
に
影
響
を
与
え
て

き
た
。
自
由
主
義
の
教
説
に
よ
れ
ば
、
自
己
利
益
を
追
求
す
る
自
由
交
換
に
対
す
る
旧
社
会
(封
建
社
会
)の
恣
意
的
で
コ
ス
ト
の
か
か
る

―
―
つ
ま
り
非
合
理
な
―
―
制
約
が
篩
い
落
と
さ
れ
、
そ
の
論
理
が
社
会
生
活
の
広
い
範
囲
に
ゆ
っ
く
り
と
拡
大
し
て
ゆ
く
に
従
っ
て
、
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経
済
社
会
の
本
質
的
な
法
構
造
は
徐
々
に
姿
を
現
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
朝
一
夕
の
人
為
･作
為
と
し
て
で
は
な
く
、
ゆ
っ
く

り
と
し
た
―
―
つ
ま
り
自
然
ㅡ

ㅡ

発
生
的
な
、
歴
史
の
経
験
的
テ
ス
ト
に
耐
え
た
(経
験
法
則
に
裏
打
ち
さ
れ
た
)―
―
出
現
ゆ
え
に
、
契
約
と

所
有
の
近
代
法
体
系
は
市
場
の
自
然
的
･必
然
的
な
構
造
と
観
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
発
展
段
階
論
も
同

様
に
、
前
近
代
社
会
の
私
法
制
度
と
概
念
を
近
代
の
契
約
･所
有
の
法
体
系
が
到
来
す
る
た
め
の
必
須
の
ス
テ
ッ
プ
と
み
な
し
、
か
つ
こ

の
近
代
私
法
を
市
場
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
制
度
的
礎
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
で
、
歴
史
偶
然
的
に
登
場
し
た
は
ず
の
法
制
度
に
自
然
性
･

必
然
性
の
外
皮
を
纏
わ
せ
る
。

支
配
的
な
自
由
主
義
者
は
、
市
場
の
仕
組
と
個
人
の
自
由
の
関
係
は
切
り
離
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
強
く
信
じ
る
一
方
、
そ
う
し
た

信
奉
の
な
い
懐
疑
的
な
自
由
主
義
者
も
ま
た
、
契
約
と
所
有
の
シ
ス
テ
ム
を
完
全
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
自
由
を
脅
か
す
抑
圧
的
な
シ
ス

テ
ム
の
導
入
に
繋
が
る
ゆ
え
に
危
険
だ
と
し
て
消
極
的
に
｢自
由
市
場
｣を
擁
護
す
る
だ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
っ
て
市
場
は
、
｢資

本
主
義
｣と
い
う
制
度
装
置
の
中
枢
で
あ
り
―
―
か
つ
副
次
的
な
意
義
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
小
規
模
商
品
生
産
者
の
制
度
的
枠
組
で

も
あ
り
―
―
、
激
し
い
批
判
の
対
象
で
あ
り
な
が
ら
、
人
類
史
の
必
須
ㅡ

ㅡ

の
要
素
で
あ
る
。
し
か
も
、
共
産
主
義
体
制
に
お
け
る
市
場
構
造

に
つ
い
て
の
展
望
は
曖
昧
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
自
由
主
義
は
と
も
に
、
｢近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
契
約
･所
有
制
度
の
発
展
は
、
社
会
生
活
の
必
須
の
段

階
の
一
つ
と
し
て
の
、
ま
た
は
社
会
生
活
の
永
続
的
な
可
能
性
と
し
て
の
市
場
秩
序
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
確
信(92
)｣を
共

有
し
て
い
る
。
自
由
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
市
場
の
基
本
構
造
に
つ
い
て
は
全
く
の
同
意
を
表
明
し
た
上
で
、
市
場
シ
ス
テ
ム
の
欠

陥
の
矯
正
の
仕
方
に
つ
い
て
提
案
を
異
に
す
る
の
み
で
あ
る
―
―
自
由
主
義
は
再
分
配
政
策
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
市
場
を
周
辺

的
地
位
に
追
い
込
む
に
よ
っ
て
―
―
。
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以
上
の
よ
う
に
、
U
ngerが
脱
堅
固
化
-能
力
授
与
テ
ー
ゼ
を
基
底
に
し
て
探
求
し
よ
う
と
す
る
テ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
、
人
間
の
諸
力

―
―
経
済
的
･実
践
的
能
力
、
自
己
実
現
力
、
社
会
構
想
力
―
―
を
開
示
す
る
た
め
の
制
度
的
条
件
が
収
斂
ま
た
は
重
な
り
合
い
を
見
せ

る
領
域
を
発
見
な
い
し
は
創
造
す
る
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
現
代
社
会
に
最
も
大
き
な
影
響
力
を
与
え
て
来
た
世
俗
の
革
新
思
想
が
共
有
し

て
追
究
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
U
ngerの
諸
仮
説
･諸
提
案
は
、
近
代
思
想
の
巨
人
の
肩
に
乗
り
つ
つ
も
、
必
然
性
の

誤
謬
か
ら
解
放
さ
れ
た
視
力
に
よ
っ
て
再
度
の
そ
の
知
的
文
脈
を
見
渡
し
、
よ
り
正
統
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
―
―
人
工
物
と
し
て
の
社
会
と

い
う
観
念
の
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
方
向
へ
の
徹
底
化
―
―
を
抽
出
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(60
)
UN
GER
,FN
at632,Cuisupra
note
8
atviii.

(61
)
UN
GER
,SA
at134.

(62
)
UN
GER
,SA
at135.

(63
)
人
間
の
精
神
は
二
つ
の
側
面
を
持
つ
。
反
復
可
能
な
事
物
に
関
わ
る
側
面
と
反
復
不
能
な
事
物
に
関
わ
る
側
面
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
側
面
を
同

時
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
モ
ノ
は
、
U
ngerに
よ
れ
ば
、
人
間
の
精
神
と
社
会
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
精
神
と
人
間
社
会
と
は
単
に
類
比

的
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
内
的
に
、
す
な
わ
ち
互
い
の
構
成
要
素
と
し
て
関
係
し
て
い
る
。
精
神
の
第
一
の
側
面
は
モ
ジ
ュ
ラ
ー
的
･定
型
的
な
能

力
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
が
定
式
･公
式
に
し
た
が
っ
て
作
動
す
る
。
入
力
･変
換
･出
力
と
い
う
よ
う
に
、
｢こ
の
働
き
の
側
面
に
お
い
て
は
、

す
べ
て
の
こ
と
に
始
ま
り
中
間
そ
し
て
終
わ
り
が
あ
る
。｣精
神
は
こ
の
側
面
の
み
で
は
、
差
異
と
変
化
が
充
満
し
た
世
界
の
な
か
で
問
題
解
決
を
す

る
こ
と
に
大
き
な
限
界
を
持
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
精
神
は
第
二
の
側
面
、
つ
ま
り
再
帰
的
無
限
性
(recursive
infinity)と
非
定
型
的
独
創

力
(nonform
ulaic
initiative)と
い
う
二
つ
の
特
性
を
持
つ
よ
り
創
造
性
に
溢
れ
た
側
面
に
よ
っ
て
も
構
成
さ
れ
て
い
る
。
｢再
帰
的
無
限
の
力
に

よ
っ
て
、
精
神
は
、
有
限
の
諸
要
素
か
ら
無
限
の
組
み
合
わ
せ
を
作
り
出
す
。
非
定
型
的
独
創
力
に
よ
っ
て
、
精
神
は
、
ル
ー
ル
に
拘
束
さ
れ
な
い

物
事
を
な
す
。｣U
ngerの
考
え
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
力
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
精
神
は
、
射
程
と
影
響
力
に
お
い
て
よ
り
大
き
な
能

力
で
あ
る
否
定
的
創
造
力
を
保
持
す
る
こ
と
と
な
る
。
よ
り
全
体
的
･総
合
的
に
、
超
越
的
に
、
そ
し
て
予
期
を
超
え
て
精
神
が
作
動
す
る
の
は
こ
の

第
二
の
側
面
に
よ
る
の
で
あ
る
。
｢私
た
ち
は
、
[既
存
の
定
式
に
基
づ
い
て
]正
当
化
で
き
る
以
上
の
こ
と
、
あ
る
い
は
十
全
に
理
解
で
き
る
以
上
の
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こ
と
を
思
考
ま
た
は
発
見
し
、
そ
う
し
た
物
事
を
正
当
化
な
い
し
は
理
解
で
き
る
た
め
の
手
続
を
後
か
ら
見
つ
け
出
す
の
で
あ
る
。｣UN
GER
,SA
at

134-135.

(64
)
UN
GER
FN
at126.

(65
)
UN
GER
,FN
at279.

(66
)
Id.

(67
)
Id.

(68
)
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
U
ngerも
認
め
る
よ
う
に
、
U
nger流
の
説
明
は
、
深
層
構
造
理
論
の
批
判
さ
れ
る
べ
き
要
素
で
あ
る
機
能
主
義
を
一
部

受
け
容
れ
て
い
る
。
よ
り
柔
軟
な
社
会
的
仕
組
･想
念
の
発
生
と
流
布
が
否
定
的
創
造
力
の
発
展
と
い
う
結
果
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
U
nger理
論
は
、
否
定
的
創
造
力
は
対
抗
的
な
傾
向
(強
制
的
な
余
剰
搾
取
を
可
能
と
す
る
制
度
的
仕
組
に
よ
る
生
産
力
の
増
大
)の
存
在

に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
し
、
ま
た
あ
る
否
定
的
創
造
力
の
レ
ベ
ル
と
一
対
一
の
関
係
に
あ
る
制
度
的
仕
組
の
パ
ッ

ケ
ー
ジ
な
る
観
念
を
想
定
し
て
い
な
い
。
よ
り
大
き
な
否
定
的
創
造
力
の
顕
現
･開
示
へ
の
道
程
は
不
安
定
で
あ
り
、
ま
た
可
逆
性
を
持
つ
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
｢自
然
的
な
｣流
れ
で
は
な
く
、
人
々
の
意
識
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
求
め
ら
れ
る
過
程
に
他
な
ら
な
い
。
UN
GER
,

FN
at280-281.

(69
)
UN
GER
,FN
at282-290.

(70
)
UN
GER
,D
R
at41-43,197-198,272-273.

(71
)
UN
GER
,D
R
at5-29.

(72
)
UN
GER
,D
R
at111,197-199.

(73
)
UN
GER
,D
R
at32-35
;W
SLA
B
at92.

(74
)
UN
GER
,FN
at287.

(75
)
Id.

(76
)
See
generally
UN
GER
,PA
SSIO
N
.

(77
)
他
者
は
個
人
の
自
由
の
実
現
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
同
時
に
自
由
実
現
に
対
す
る
脅
威
と
し
て
も
樹
ち
現
れ
る

と
い
う
〝根
源
的
矛
盾
〟(初
期
批
判
法
学
運
動
の
主
要
テ
ー
マ
)に
つ
い
て
、
D
uncan
K
ennedy,T
he
Structure
ofBlackstone’s
Com
m
enta-

ries,28
Buff.L.Rev.205(1979).批
判
法
学
の
主
要
論
者
は
、
こ
の
矛
盾
の
ま
さ
に
根
源
性
を
印
象
深
く
指
摘
し
た
の
ち
、
制
度
的
仕
組
の
構
成

い
か
ん
に
よ
っ
て
こ
の
根
源
的
矛
盾
の
〝質
〟を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
U
nger
流
の
テ
ー
マ
を
十
分
に
探
求
す
る
こ
と
な
く
、
特
に



Roberto Unger の構造論についてのノート

88-139

D
uncan
K
ennedy
は
後
に
こ
の
問
題
構
制
を
放
棄
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

(78
)
UN
GER
,FN
at291.

(79
)
UN
GER
,RF
at424.

(80
)
UN
GER
,FN
at197
;UN
GER
,W
SLA
B
at6.

(81
)
二
十
世
紀
の
自
由
主
義
思
想
が
一
九
世
紀
の
｢自
由
至
上
主
義
｣に
対
置
し
て
自
ら
の
進
歩
性
を
吹
聴
す
る
際
に
強
調
す
る
の
は
社
会
的
平
等

(equality)と
い
う
理
念
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
行
論
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
進
歩
主
義
を
自
認
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
U
ngerの
書
物
に
お
い
て

は
平
等
と
い
う
語
が
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
そ
れ
は
、
自
由
vs.平
等
(vs.共
同
性
)な
ど
の
諸
理
念
の
優
劣
を
争
う
今
日
の
｢正
義
論
｣に
典
型
的
な

原
理
論
的
問
題
構
制
に
U
ngerが
与
し
な
い
こ
と
、
加
え
て
／
そ
れ
ゆ
え
に
、
平
等
は
よ
り
大
き
な
理
念
･目
的
の
部
分
的
･副
次
的
な
側
面
で
あ
る

と
U
ngerが
考
え
る
こ
と
に
よ
る
。
階
級
構
造
の
解
消
、
性
的
平
等
、
人
種
そ
の
他
の
属
性
に
基
づ
く
差
別
の
解
消
と
い
っ
た
｢平
等
｣と
い
う
概
念

で
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
理
念
は
、
こ
こ
で
も
U
nger流
の
根
本
課
題
、
す
な
わ
ち
《私
た
ち
を
階
級
、
共
同
体
的
･性
的
･民
族
的
分
割
の
枠
組
へ
と

従
属
さ
せ
る
社
会
的
台
本
(socialscript)か
ら
解
放
す
る
こ
と
》、
《予
め
決
め
ら
れ
た
運
命
か
ら
私
た
ち
を
解
放
す
る
こ
と
》、
《社
会
構
造
に
対
し

て
の
人
間
の
優
位
性
を
獲
得
･保
持
す
る
こ
と
》、
《人
間
こ
そ
が
主
役
で
あ
る
こ
と
》、
究
極
的
に
は
《社
会
を
制
約
の
中
の
無
制
約
と
い
う
人
間
本
性

に
か
な
っ
た
世
界
へ
と
作
り
変
え
る
こ
と
》と
い
う
近
代
思
想
の
根
本
課
題

radicalcause

へ
と
包
摂
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
UN
GER
,FN
at22.

(82
)
UN
GER
,FN
at292.

(83
)
善
･理
念
の
諸
観
念
が
矛
盾
す
る
の
は
い
わ
ば
悲
劇
で
あ
る
と
す
る
自
由
主
義
の
一
傾
向
に
つ
い
て
、
UN
GER
,ST
at36-37.

(84
)
UN
GER
,CLSM
at22
;UN
GER
,FN
at83,296
;UN
GER
,ST
at1,57
;UN
GER
,W
SLA
B
at6-7.

(85
)
｢[経
済
力
の
発
展
･階
層
構
造
か
ら
の
個
の
解
放
]と
い
っ
た
利
益
が
、
先
駆
的
な
西
洋
諸
国
の
形
成
的
構
造
と
は
根
本
的
に
異
な
る
制
度
的
･想
念

的
基
盤
を
与
え
ら
れ
得
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
る
ま
で
に
は
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
理
論
家
た
ち
は
そ
う
し
た
代
替
的
基
盤
の

可
能
性
が
未
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
と
き
に
書
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
、
成
功
を
収
め
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
構
造
が
世
界
史
上

の
一
つ
の
段
階
の
必
然
的
構
造
で
あ
る
と
い
う
誤
っ
た
認
識
に
導
か
れ
た
の
で
あ
る
。｣UN
GER
,FN
at282.

(86
)
UN
GER
,FN
lix,lxxii;UN
GER
,W
SLA
B
at6-7
;UN
GER
,SA
at142
;UN
GER
,RF
at27.

(87
)
UN
GER
,FN
at196-198.

(88
)
UN
GER
,FN
at509-525.

(89
)
UN
GER
,A
N
O
T
H
ER
TIM
E
at69.

(90
)
近
代
所
有
権
を
模
範
形
と
す
る
権
利
論
は
、
川
島
武
宜
『日
本
人
の
法
意
識
』(岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
)、
川
島
武
宜
｢順
法
精
神
｣(『川
島
武
宜
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著
作
集
第
四
巻
』(岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
))な
ど
に
色
濃
く
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
す
、
所
有
権
を
模
範
形
し
た
権
利
概
念

の
硬
質
性
(共
同
性
を
破
壊
し
得
る
貫
徹
力
)を
批
判
す
る
論
攷
と
し
て
、
棚
瀬
孝
雄
｢権
利
と
共
同
体
｣(棚
瀬
孝
雄
『権
利
の
言
説
―
―
共
同
体
に
生

き
る
自
由
の
法
』(勁
草
書
房
、
二
〇
〇
二
年
))二
九
-四
八
頁
。

(91
)
UN
GER
,FN
at196
;UN
GER
,W
SLA
B
at45-46.

(92
)
UN
GER
,FN
at197.

結
語
に
代
え
て
―
―
〝agency
の
問
題
〟と
法
理
論
の
位
置
―
―

agency
の
問
題

最
後
に
、
U
ngerが
〝agency
の
問
題
〟と
呼
ぶ
―
―
こ
こ
で
は
、
〝人
間
営
為
の
企ㅡ

図ㅡ

性ㅡ

の
問
題
〟と
で
も
訳
出

し
て
お
く
べ
き
―
―
、
形
成
的
構
造
の
累
積
的
変
化
と
個
人
的
･集
団
的
諸
行
為
の
意
図
的
･非
意
図
的
な
作
用
な
い
し
は
力
の
関
係
に
つ

い
て
の
議
論
を
、
批
判
法
学
の
知
見
と
結
び
つ
け
て
論
じ
る
こ
と
で
本
ノ
ー
ト
を
閉
じ
よ
う
。

す
で
に
先
の
二
の
(四
)で
若
干
の
言
及
を
な
し
た
が
、U
ngerに
よ
れ
ば
、形
成
的
構
造
の
累
積
的
変
化
は
、(ａ
)意
図
的
行
為
、(ｂ
)

非
意
図
的
行
為
、
(ｃ
)意
図
的
行
為
と
非
意
図
的
行
為
と
の
混
交
と
い
う
三
つ
の
〝agency(人
間
の
行
為
実
践
の
社
会
形
成
作
用
･形
成

力
)〟に
よ
っ
て
生
じ
得
る
と
い
う
。
第
一
に
、
(ａ
)柔
軟
な
形
成
的
構
造
が
与
え
る
利
益
(こ
と
に
経
済
力
･生
産
力
の
増
大
)を
欲
す
る

人
々
(例
え
ば
エ
リ
ー
ト
集
団
)の
意
図
的
行
為
に
よ
っ
て
累
積
的
変
化
は
起
こ
る
か
も
知
れ
な
い
。
例
え
ば
、
自
由
主
義
･社
会
主
義
･共

産
主
義
ら
の
政
治
運
動
は
、
右
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
U
ngerの
理
解
に
よ
れ
ば
、
個
々
の
目
的
と
そ
の
制
度
的
表
現
に
お
い
て
は
相

違
を
見
せ
る
が
否
定
的
創
造
力
の
〝意
図
的
促
進
〟で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
軌
を
一
に
す
る
探
究
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ

ち
、
世
俗
の
革
新
的
政
治
運
動
は
全
て
、
社
会
的
階
層
区
分
が
及
ぼ
す
制
約
の
力
を
弱
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
諸
利
益
が
得
ら

れ
る
か
を
探
究
す
る
意
図
的
な
試
み
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
得
る
と
い
う(93

)。
第
二
に
、
(ｂ
)社
会
変
化
は
、
こ
う
し
た
柔
軟
な
形
成
的
構
造
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が
創
出
す
る
有
形
･無
形
の
諸
利
益
を
偶
然
に
も
得
た
た
め
に
〝よ
り
優
れ
た
〟も
の
と
成
っ
た
社
会
体
制
が
他
を
淘
汰
し
て
行
っ
た
結
果

と
し
て
／
こ
れ
を
他
の
社
会
が
模
倣
し
て
行
っ
た
結
果
と
し
て
生
じ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
ろ
う
(非
意
図
的
な
社

会
的
淘
汰
)。
だ
が
U
ngerが
即
座
に
付
言
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
社
会
変
化
の
過
程
を
よ
り
詳
細
に
分
析
す
る
や
否
や
、
人
間
主
体

が
社
会
変
化
か
ら
全
く
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
は
雲
散
霧
消
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
。

社
会
変
化
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
(ａ
)意
図
的
行
為
と
(ｂ
)非
意
図
的
行
為
の
双
方
を
混
交
し
た
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
(ｃ
)新
し

い
制
度
的
仕
組
を
偶
発
的
･創
発
的
に
発
明
し
た
者
(つ
ま
り

変
革
的
行
為

structure-transform
ing
activity

を
偶
然
に
も
遂
行
で
き
た
者
)と
こ
の
仕
組
の
柔
軟
性
の

意
義
を
理
解
し
て
こ
れ
を
再
生
産
･洗
練
･維
持
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
(つ
ま
り

定
型
的
行
為

structure-reproducing
activitiy

を
遂
行
す
る
者
)と
の
協
働
に
よ
っ
て
、

脱
堅
固
化
･柔
軟
化
の
方
向
へ
と
累
積
的
･漸
進
的
に
進
行
し
得
る
。
そ
し
て
、
先
に
論
じ
た
よ
う
に
、
制
度
の
定
義
･解
釈
･適
用
に
た
ず

さ
わ
る
定
型
的
行
為
の
典
型
が
法
学
で
あ
り
、
こ
う
し
た
法
学
の
〝意
図
的
な
〟営
み
に
よ
っ
て
、
偶
発
的
に
発
明
さ
れ
た
制
度
は
そ
の
意

義
を
定
義
･解
釈
･適
用
さ
れ
(理
を
尽
く
し
て
精
緻
化
さ
れ
)、
さ
ら
に
は
と
き
に
再
定
義
･批
判
･修
正
さ
れ
て
累
積
的
変
化
を
導
く
可
能

性
を
拓
い
て
ゆ
く
。

法
理
論
の
位
置

こ
う
し
た
(ｃ
)の
態
様
を
、
現
代
法
理
論
の
文
脈
に
引
き
つ
け
て
も
う
少
し
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
し
て
み
よ
う
。
二
〇
世

紀
の
支
配
的
法
思
考
は
、
形
成
的
構
造
の
柔
軟
化
の
意
義
･否
定
的
創
造
力
の
促
進
の
意
味
を
半
ば
意
図
し
た
―
―
少
な
く
と
も
、
社
会

は
偽
の
必
然
性
か
ら
解
放
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
半
ば
意
識
し
た
、
だ
が
さ
ら
な
る
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
に
躊
躇
し
て
い
る
―
―
行
為

実
践
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
法
学
の
支
配
的
傾
向
は
、
法
分
析
の
明
示
的
レ
ベ
ル
を
ル
ー
ル
･法
理
、
原
理
･政
策
指
針
･目
的
の
レ
ベ

ル
に
留
め(94
)、
先
達
で
あ
る
一
九
世
紀
的
法
思
想
(法
の
科
学
)(95
)の
よ
う
に
は
、
人
間
と
社
会
に
つ
い
て
の
規
範
的
見
解
に
積
極
的
に
依
拠
し

よ
う
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
現
代
法
思
考
が
、
脱
自
然
化
さ
れ
た
社
会
概
念
を
、
つ
ま
り
｢私
た
ち
の
社
会
的
経
験
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に
及
ぼ
さ
れ
る
予
め
書
か
れ
た
社
会
的
脚
本
(a
prew
ritten
socialscript)の
強
力
な
力
を
傾
覆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
隆
起

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
｣を(96

)一
部
承
認
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
法
理
論
の
半
意
識
を
、
《形
成
的
構
造
は
〝偽
の
必
然
性
か
ら
の
解
放
の
程
度
〟＝
〝脱
堅
固
化
の
レ
ベ
ル
〟＝
〝否
定
的
創
造
力

の
レ
ベ
ル
〟に
お
い
て
過
度
の
乖
離
が
な
い
諸
要
素
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
緩
や
か
な
全
体
性
を
獲
得
す
る
》と
い
う
観
念
、
つ
ま
り

《〝否
定
的
創
造
力
の
レ
ベ
ル
〟が
諸
要
素
の
組
み
合
わ
せ
の
制
約
原
理
で
あ
る
》と
い
う
観
念
に
関
連
づ
け
て
、
さ
ら
に
は
本
ノ
ー
ト
の
冒

頭
で
の
問
題
設
定
(構
造
に
対
す
る
哲
学
的
態
度
の
選
択
肢
)に
結
び
つ
け
て
、
以
下
の
よ
う
に
再
構
成
し
て
論
じ
て
み
よ
う
。

ま
ず
繰
り
返
す
が
、
近
現
代
と
は
社
会
の
人
工
性
が
露
わ
に
な
っ
た
時
代
で
あ
る
。
こ
う
し
た
｢自
然
な
社
会
｣と
い
う
観
念
へ
の
信
頼

が
損
な
わ
れ
た
知
的
雰
囲
気
に
あ
っ
て
、
基
底
に
あ
る
人
間
社
会
の
理
論
を
明
示
し
つ
つ
規
範
を
論
じ
る
と
い
う
方
法
を
採
用
す
る
こ
と

は
、
当
該
知
的
営
み
の
正
当
性
に
対
す
る
重
大
な
疑
義
を
招
く
結
果
と
な
る(97
)。
そ
れ
ゆ
え
法
学
は
、
人
間
と
社
会
に
つ
い
て
の
思
想
へ
の

明
示
的
な
言
及
な
し
で
―
―
い
わ
ば
規
範
の
源
泉
を
語
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
つ
つ
―
―
規
範
を
論
じ
る
と
い
う
困
難
な
課
題
を
背
負
う
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
、
と
自
身
の
運
命
に
つ
い
て
理
解
し
た
。
こ
れ
が
現
代
法
理
論
の
大
き
な
知
的
文
脈
で
あ
る
。

自
然
主
義
的
社
会
観
へ
の
信
頼
･自
然
な
文
脈
と
い
う
観
念
を
失
っ
た
知
的
雰
囲
気
の
中
で
、
有
力
な
法
思
想
の
一
つ
は
、
｢構
造
･文

脈
の
歴
史
偶
有
性
を
認
め
た
上
で
、
だ
が
こㅡ

のㅡ

社
会
と
文
化
以
外
に
こㅡ

のㅡ

制
度
･実
践
･言
説
を
評
価
す
る
た
め
の
参
照
枠
組
は
存
在
し
な

い
と
考
え
る
｣立
場
―
―
す
な
わ
ち
本
ノ
ー
ト
冒
頭
で
紹
介
し
た
｢第
四
の
選
択
肢
｣の
法
学
的
表
現
―
―
を
と
っ
た
。
こ
う
し
た
｢法

実
証
主
義

ㅡ
ㅡ
ㅡ
ㅡ

｣―
―
枠
･構
造
自
体
の
規
範
的
吟
味
を
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
す
る
W
ittgenstein
／
H
.L.A
.H
artあ
る
い
は
K
elsen
の
不
可

知
論(98
)―
―
は
、
実
証
主
義
的
社
会
科
学
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
構
造
そ
れ
自
体
を
語
ら
な
い
こ
と
で
か
え
っ
て
構
造
の
残
存
に
寄
与

す
る
法
学
実
践
を
産
出
し
得
る
。
今
一
つ
の
支
配
的
な
立
場
は
、
法
素
材
に
対
し
て
｢歴
史
と
は
人
間
･人
類
が
本
来
的
な
自
己
(〝自
由
〟)
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を
知
り
実
現
し
て
ゆ
く
(よ
う
導
か
れ
る
必
然
の
)過
程
で
あ
る
｣と
い
う
歴
史
哲
学
―
―
つ
ま
り
｢第
三
の
選
択
肢
｣―
―
を
照
射
し
て
法

の
中
に
理
性
(道
徳
的
命
法
･経
済
法
則
)を
観
た
上
で
、
方
法
論
と
し
て
は
｢既
存
の
制
度
や
信
念
を
評
価
す
る
不
変
の
命
題
｣を
導
出
し

得
る
合
理
的
推
論
と
し
て
の
法
学
的
方
法
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
立
場
―
―
す
な
わ
ち
｢第
二
の
選
択
肢
｣―
―
を
採
用
し
た
。
こ
う
し
た
合
理

化
的
分
析
―
―
法
制
度
の
基
本
構
造
を
内
在
的
道
徳
秩
序

law
as
im
m
anentm
oralorder

の
顕
現
で
あ
る
と
み
な
す
H
egel/D
w
orkin/Posner/H
ayek
の
客
観
主
義

―
―
は
、
法
の
淵
源
で
あ
る
社
会
の
制
度
構
造
の
特
定
の
あ
り
方
を
法
理
念
の
表
象
で
あ
る
と
考
え
る
誤
謬
―
―
す
な
わ
ち
制
度
物
神
崇

拝
―
―
に
陥
る
こ
と
で
構
造
の
合
理
化
･自
然
化
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
社
会
理
論
に
遡
行
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
と
い
う
知
的
文
脈
は
紛
れ
も
な
く
、
現
代
法
理
論
が
そ
の
要
素
を
構
成
す
る
形

成
的
構
造
の
〝脱
自
然
化
の
レ
ベ
ル
〟が
相
対
的
に
高
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
偽
の
必
然
性
に
囚
わ
れ
た
法
理
論
が
完

全
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
得
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
と
な
っ
た
。
先
に
論
及
し
た
よ
う
に
、
現
代
法
学
の
い
わ
ば
常
識
は
、
法
の
多
元
性
･

不
確
定
性
で
あ
る
。
自
然
化
さ
れ
た
社
会
･人
間
の
本
来
的
姿
と
い
う
観
念
の
失
墜
ゆ
え
に
法
を
人
間
本
性
論
や
社
会
理
論
に
基
礎
付
け

る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
そ
の
結
果
は
、
法
実
践
の
内
部
で
常
に
発
生
す
る
こ
う
し
た
不
確
定
性
(意
見
の
相
違
･矛
盾
･不
調
和
)を
客
観

的
な
文
脈
や
共
通
の
参
照
枠
組
に
訴
え
て
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
態
の
日
常
化
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
は
矛
盾
や
不
調

和
を
ま
す
ま
す
抱
え
込
む
一
方
、
法
の
理
論
的
布
置
も
ま
た
、
こ
う
し
た
不
確
定
性
と
い
う
｢悪
夢
｣を
嫌
う
支
配
的
諸
理
論
が
様
々
な
合

理
化
･自
然
化
の
装
置
を
案
出
し
、
だ
が
批
判
的
立
場
は
あ
く
ま
で
法
の
多
元
性
･多
様
性
に
忠
実
な
視
角
を
採
用
し
て
こ
れ
に
対
峙
す
る

と
い
う
、
法
学
的
傾
向
の
多
様
化
―
―
法
学
と
い
う
分
野
そ
れ
自
体
の
脱
自
然
化
･脱
堅
固
化
―
―
と
い
う
特
徴
を
持
つ
に
到
っ
た
。

形
成
的
構
造
の
精
神
的
要
素
の
組
み
合
わ
せ
へ
の
〝制
約
〟と
い
う
観
点
か
ら
こ
う
し
た
状
況
を
解
釈
す
れ
ば
、そ
れ
は
す
な
わ
ち
、(ａ
)

自
然
主
義
に
覆
い
尽
く
さ
れ
た
法
理
論
と
(ｂ
)脱
自
然
化
さ
れ
た
社
会
理
論
･社
会
構
造
と
が
相
対
的
に
安
定
し
た
形
成
的
構
造
の
大
き
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な
精
神
的
ク
ラ
ス
タ
ー
(｢現
代
思
想
｣)を
形
成
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
別
言
す
れ
ば
、
社
会
構
造
に
対
す

る
否
定
的
創
造
力
を
高
め
た
社
会
理
論
は
、
同
様
の
レ
ベ
ル
を
携
え
た
法
理
論
と
の
共
存
を
要
求
す
る
。
よ
り
正
確
に
は
、
各
要
素
の
〝置

換
可
能
性
〟と
い
う
性
質
ゆ
え
に
、
社
会
理
論
の
脱
自
然
的
洞
察
は
ま
だ
そ
う
し
た
洞
察
が
浸
透
し
て
い
な
い
他
の
知
的
領
域
(法
思
想
そ

の
他
)へ
置
換
的
に
適
用
･応
用
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
法
理
論
は
脱
自
然
化
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
た
新
し
い
知
的
資
源
へ
と
自
ら
を
変

貌
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
―
―
そ
の
典
型
的
な
表
現
が
批
判
法
学
で
あ
る
―
―
。
こ
の
新
し
い
法
学
は
、
〝制
度
構
造
の
ミ
ク
ロ
分
析
〟と
い

う
従
前
か
ら
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
特
徴
に
否
定
的
創
造
力
を
結
び
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
既
存
の
ル
ー
ル
･法
理
か
ら
の
例
外
･逸
脱
、
変
成

体
の
生
起
と
い
っ
た
法
制
度
の
萌
芽
的
生
成
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
よ
り
詳
細
か
つ
説
得
的
に
描
写
す
る
制
度
構
造
論
―
―

制
度
構
想
と
し
て
の
法
学

legalanalysis
as
institutionalim
agination

―
―
を
社
会
理
論
そ
れ
自
体
に
再
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
度
は
社
会
理
論
に
自
己
変
革
―
―
否
定
的
創

造
力
の
レ
ベ
ル
の
更
な
る
上
昇
―
―
を
迫
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
〝否
定
的
創
造
力
の
レ
ベ
ル
〟と
い
う
観
念
は
、
形
成
的
構
造
の
各
要
素
を
結
び
つ
け
る
制
約
―
―
レ
ベ
ル
を
異
に

す
る
各
要
素
の
共
存
は
難
し
い
―
―
で
あ
る
と
同
時
に
、
形
成
的
構
造
が
漸
進
的
に
自
己
変
革
し
て
ゆ
く
動
因
で
も
あ
る
。
ポ
イ
ン
ト
と

な
る
の
は
こ
こ
で
も
、
多
元
的
構
造
観
で
あ
る
。
形
成
的
構
造
の
各
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
顕
著
な
特
徴
･特
長
を
有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

或
る
要
素
の
否
定
的
創
造
力
の
発
展
は
他
の
要
素
の
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
、
類
似
の
レ
ベ
ル
を
要
請
さ
れ
な
が
ら
も
―
―
制ㅡ

約ㅡ

で
あ

り
な
が
ら
も
―
―
重
要
な
差
異
な
い
し
は
余ㅡ

剰ㅡ

を
産
み
出
す
原
因
を
も
形
成
し
得
る
―
―
つ
ま
り
発
展
可ㅡ

能ㅡ

性ㅡ

で
も
あ
り
得
る
―
―
(e.g.

社
会
理
論
の
脱
自
然
化
さ
れ
た
制
度
論

法
理
論
の
ミ
ク
ロ
な
視
角
社
会
理
論
か
ら
学
ん
だ
脱
自
然
化
さ
れ
た
制
度
論
)。
こ
の
余
剰

こ
そ
が
累
積
的
な
発
展
を
導
き
得
る
モ
メ
ン
タ
ム
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
形
成
的
構
造
の
各
要
素
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
従
前

の
特
長
と
否
定
的
創
造
力
と
を
結
び
あ
わ
せ
な
が
ら
新
し
い
実
践
･制
度
へ
と
発
展
す
る
こ
と
で
、
螺
旋
的
･累
積
的
変
化
を
し
て
ゆ
く
可
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能
性
を
常
に
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

U
ngerの
構
造
論
･社
会
変
革
理
論
は
、
い
わ
ゆ
る
グ
ラ
ン
ド
･セ
オ
リ
ー
の
範
疇
に
数
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
ノ
ー
ト
が
示
唆

し
て
き
た
こ
と
の
一
つ
は
、
こ
の
マ
ク
ロ
な
知
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
ミ
ク
ロ
な
知
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
つ
―
―
法
学
―
―
の
両

義
的
か
つ
中
心
的
な
地
位
で
あ
る
。
人
間
主
体
と
社
会
構
造
と
は
―
―
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
相
互
規
定
的
と
い
う
ど
こ
か
平
板
か
つ

閉
塞
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
―
―
、
よ
り
立
体
的
な
螺
旋
的
発
展
の
可
能
性
を
宿
し
た
弁
証
法
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
本
質

―
―
主
体
と
構
造
は
互
い
を
変
革
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
変
化
･変
容
･変
異
の
地
点
(standpointofvariation)か
ら
思
念

す
る
と
き
に
樹
ち
顕
れ
る
現
実

reality(99
)―

―
を
、
法
学
は
詳
ら
か
に
紐
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
法
学
が
、
現
実
と
理
念
と
の
弁
証
法
と

い
う
、
新
た
な
思
惟
へ
と
変
貌
し
て
ゆ
く
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
宿
し
た
領
野
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る(100
)。
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