
構
造
化
理
論
か
ら
知
識
の
社
会
学
へ
（
一
）

倉
田

良
樹

一

本
論
文
の
課
題

一
・
一

主
意
主
義
・
物
象
化
を
超
え
る
：
ギ
デ
ン
ズ
に
と
っ
て
の
課
題

一
・
二

ギ
デ
ン
ズ
の
構
造
化
理
論
：
マ
ル
ク
ス
の
警
句
か
ら

一
・
三

本
論
文
の
課
題
と
構
成

二

二
重
性

二
・
一

二
元
論
か
ら
二
重
性
へ

二
・
二

二
重
性
概
念
の
社
会
理
論
的
な
意
義

二
・
三

二
重
性
概
念
を
め
ぐ
る
ポ
ス
ト
ギ
デ
ン
ズ
の
議
論

三

行
為
主
体
性

三
・
一

定
義

三
・
二

行
為
の
階
層
性
に
つ
い
て
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三
・
三

行
為
に
お
け
る
条
件
と
帰
結
の
循
環

(以
上
本
号
)

三
・
四

行
為
主
体
性
を
め
ぐ
る
ポ
ス
ト
ギ
デ
ン
ズ
の
議
論

四

構
造

五

構
造
化
理
論
か
ら
知
識
の
社
会
学
へ

六

雇
用
関
係
の
社
会
理
論
に
向
け
て

一

本
論
文
の
課
題

本
論
文
の
課
題
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
英
国
で
生
ま
れ
た
社
会
理
論
で
あ
る
「
構
造
化
理
論
」
の
概
念
と
枠
組
み
を
批
判
的
に
検

討
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
独
自
の
視
点
か
ら
読
み
換
え
て
い
き
、「
知
識
の
社
会
学
」
と
い
う
枠
組
み
に
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
の
方
途

を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
｢知
識
の
社
会
学
｣に
よ
っ
て
筆
者
が
目
指
す
の
は
、
現
代
社
会
の
雇
用
関
係
の
具
体
的
な
事
象
を
分

析
で
き
る
確
か
な
理
論
的
地
盤
を
築
く
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
し
「
知
識
の
社
会
学
」
の
全
容
を
示
し
て
、
そ
れ
に
よ
る
雇
用
関
係
の

現
実
的
な
事
象
を
分
析
す
る
本
格
的
な
作
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
機
会
に
ゆ
だ
ね
、
本
論
文
で
は
構
造
化
理
論
の
批
判
的
な
検
討
を

通
じ
て
、
知
識
の
社
会
学
に
続
く
理
路
を
切
り
開
い
て
い
く
こ
と
に
専
心
す
る
。

一橋社会科学 第7号 2009年8月

2



一
・
一

主
意
主
義
・
物
象
化
を
超
え
る
：
ギ
デ
ン
ズ
に
と
っ
て
の
課
題

構
造
化
理
論
は
そ
の
創
始
者
で
あ
る
英
国
人
社
会
学
者
A
nthony
Giddensの
名
と
と
も
に
知
ら
れ
て
い
る
。
一
九
八
〇
年
代

半
ば
ま
で
に
構
造
化
理
論
の
ほ
ぼ
全
容
を
提
示
し
た(1
)Giddens自
身
は
、
そ
の
後
期
の
著
述
に
お
い
て
は
も
は
や
社
会
理
論
プ
ロ

パ
ー
の
世
界
に
沈
潜
す
る
こ
と
は
な
く
、
一
方
で
は
史
的
唯
物
論
に
代
替
す
る
歴
史
社
会
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト(2
)に
取
り
組
み
、
さ
ら

に
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
生
の
政
治
、
親
密
性
の
変
容
な
ど
、
後
期
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
現
代
社
会
で
生
起
し
て
い
る

具
体
的
な
諸
事
象
を
対
象
と
し
た
研
究
業
績
を
次
々
と
生
み
出
し
て
い
っ
た(3
)。
こ
れ
に
続
い
て
Giddensは
、『
第
三
の
道
』
の
刊

行
（
一
九
九
八
年
）
を
皮
切
り
に
英
国
労
働
党
の
政
策
ブ
レ
イ
ン
と
し
て
、
現
代
社
会
の
具
体
的
な
政
策
課
題
に
関
す
る
研
究
に
力

点
を
移
す
よ
う
に
な
っ
た(4
)。
そ
し
て
Giddens自
身
は
、
こ
れ
ら
後
期
の
著
作
の
中
で
、
新
た
な
研
究
テ
ー
マ
に
取
り
組
む
に
あ

た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
の
な
か
で
構
造
化
理
論
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
き
ち
ん
と
し
た
説
明

を
行
う
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
後
期
の
著
作
の
中
で
Giddensが
行
っ
て
い
る
構
造
化
理
論
へ
の
言
及
に
対
し
て

は
、
そ
の
曖
昧
さ
や
、
前
期
の
所
論
と
の
矛
盾
を
指
摘
し
た
批
判
が
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
Stonesは

「（
後
期
の
著
作
に
お
い
て
）
Giddensは
、
歴
史
社
会
学
、
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
制
度
的
過
程
と
輪
郭
、
後
期
モ
ダ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
政

治
圏
域
内
部
の
軌
跡
と
可
能
性
に
関
し
て
、
幅
広
い
領
域
に
わ
た
る
実
質
的
な
探
求
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
大
部
分
は
、

Giddens自
身
が
ほ
の
め
か
し
て
い
る
の
と
は
相
違
し
て
、
い
か
な
る
重
要
な
意
味
に
お
い
て
も
構
造
化
理
論
に
依
存
し
た
研
究
で

あ
る
と
は
言
え
な
い
」と
述
べ(5
)、構
造
化
理
論
と
後
期
Giddensの
著
作
と
の
理
論
的
な
つ
な
が
り
を
は
っ
き
り
と
否
定
し
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
構
造
化
理
論
を
め
ぐ
る
論
争
に
関
し
て
は
、
本
来
こ
れ
に
対
す
る
応
答
を
行
う
べ
き
最
も
ふ
さ
わ
し
い
立
場
に
あ
る
は

ず
の
G
iddens
自
身
が
、
あ
る
時
期
を
過
ぎ
る
と
こ
の
論
争
か
ら
身
を
遠
ざ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
後
期

構造化理論から知識の社会学へ（一）
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Giddensの
著
述
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
構
造
化
理
論
の
理
解
を
さ
ら
に
深
め
て
い
く
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

他
方
、
日
本
で
は
そ
の
意
義
が
ま
だ
充
分
に
認
知
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
九
八
〇
年
代
以
後
、
英
語
圏
の
社
会
研
究
の
世
界
で
は
、

構
造
化
理
論
を
め
ぐ
っ
て
き
わ
め
て
有
望
な
研
究
状
況
が
展
開
し
て
い
る
。
構
造
化
理
論
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
一
九
八
〇
年

代
半
ば
以
降
、
構
造
化
理
論
の
新
し
い
可
能
性
を
、
Giddens自
身
の
意
図
と
は
幾
分
異
な
る
方
向
で
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
単
な
る

抽
象
的
な
社
会
的
存
在
論
の
レ
ベ
ル
に
止
め
る
こ
と
な
く
、
経
験
科
学
的
な
研
究
に
応
用
し
て
い
く
と
い
う
方
向
で
発
展
さ
せ
て
い

く
試
み
が
登
場
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
研
究
動
向
は
ポ
ス
ト
ギ
デ
ン
ズ
の
構
造
化
理
論
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
活
況
を
も
た

ら
し
て
い
る
。
Giddensに
よ
る
構
造
化
理
論
の
諸
概
念
や
概
念
枠
組
み
を
活
用
し
て
経
験
科
学
的
な
分
析
を
行
っ
た
主
要
な
著
作

と
し
て
、
例
え
ば
、
Stonesに
よ
る
一
九
六
〇
年
代
の
英
国
労
働
党
政
権
の
金
融
政
策
の
経
緯
に
関
す
る
研
究(6
)、
Spybe
に
よ
る
一

九
七
〇
年
代
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
毛
織
物
工
場
に
お
け
る
職
場
の
管
理
構
造
に
関
す
る
事
例
研
究(7
)、
Carrabine
に
よ
る
一
九
六
五
年

か
ら
一
九
九
〇
年
に
至
る
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
市
に
お
け
る
刑
務
所
の
管
理
統
制
の
変
容
に
関
す
る
経
時
分
析(8
)、
Coopey
ら
に
よ
る

現
代
英
国
企
業
の
組
織
の
革
新
過
程
に
お
け
る
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
の
管
理
者
の
役
割
に
関
す
る
事
例
研
究(9
)、
O
rlikow
skiに
よ

る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
技
術
の
開
発
側
と
活
用
側
の
相
互
行
為
を
構
造
化
理
論
で
分
析
し
た
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
研

究(
)な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
経
験
科
学
的
な
研
究
の
な
か
で
は
Giddensの
構
造
化
理
論
に
内
在
す
る
抽
象
的
存
在
論
に
後
退
し

10が
ち
な
弱
点
を
補
強
し
て
い
く
た
め
の
理
論
的
な
考
察
も
包
含
さ
れ
て
い
る
。
構
造
化
理
論
を
経
験
科
学
的
に
応
用
す
る
研
究
が
活

況
を
呈
す
る
の
と
並
行
し
て
、
理
論
研
究
の
世
界
に
お
い
て
も
、
構
造
化
理
論
に
対
す
る
批
判
的
な
検
討(
)が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ

11

ら
の
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、構
造
化
理
論
を
独
自
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
研
究
も
登
場
し
て
い
る(
)。
12

後
の
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
Giddens以
来
の
構
造
化
理
論
が
も
た
ら
し
た
社
会
科
学
研
究
上
の
最
大
の
成
果
は
、「
社
会
と
は

何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
社
会
全
体
を
特
徴
付
け
る
構
造
structure
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
の
か
、
そ
れ
と
も
社
会
の
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構
成
要
素
で
あ
る
個
々
の
行
為
主
体
agency
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
、
十
九
世
紀
以
来
の
西
欧
社
会
科
学
が

長
年
取
り
組
ん
で
き
な
が
ら
、
な
か
な
か
答
え
を
出
す
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
理
論
的
な
難
問
に
、
曲
が
り
な
り
に
も
一
つ
の
可
能

な
解
決
を
与
え
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
や
や
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
西
欧
の
社
会
科
学
は
、
社
会
で
生
起
し
て
い
る
事
象

を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
社
会
の
構
造
を
過
度
に
重
視
し
て
、
行
為
主
体
の
果
た
す
因
果
的
効
力
を
評
価
し
よ
う
と
し
な
い
「
物

象
化
」
reification
と
い
う
傾
向
、
そ
し
て
そ
の
反
対
に
、
行
為
者
の
自
由
な
選
択
と
い
う
側
面
を
過
度
に
重
視
し
て
、
構
造
が
行
為

主
体
に
及
ぼ
す
因
果
的
効
力
を
見
よ
う
と
し
な
い
主
意
主
義
voluntarism
と
い
う
傾
向
に
挟
撃
さ
れ
て
き
た
。
理
論
社
会
学
の
世

界
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
Parsonsな
ど
の
人
物
は
物
象
化
と
主
意
主
義
が
い
ず
れ
も
社
会
に
対
す
る
正
し
い
認
識
を
妨
げ
る
偏
向

で
あ
る
こ
と
を
正
し
く
認
識
し
て
、
構
造
と
行
為
主
体
の
関
係
を
調
停
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
を
試
み
た

が
、
Giddensも
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
試
み
は
中
途
半
端
な
と
こ
ろ
に
止
ま
っ
て
い
た
。

Cam
bridge
大
学
に
お
い
て
、
批
判
的
実
在
論
と
呼
ば
れ
る
独
自
の
社
会
的
存
在
論
を
主
導
し
て
き
た
Bhaskarは
物
象
化
と

主
意
主
義
を
現
代
の
社
会
科
学
が
陥
り
が
ち
な
両
極
の
還
元
論
reductionism
的
誤
謬
、
す
な
わ
ち
社
会
を
個
人
に
還
元
さ
せ
た

り
、
個
人
を
社
会
に
還
元
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
で
、
社
会
が
関
係
性
か
ら
成
り
立
つ
実
在
で
あ
る
こ
と
を
見
え
な
く
し
て
し
ま
う
誤

謬
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
Bhaskarに
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
誤
謬
は
、
社
会
科
学
の
伝
統
に
深
く
根
ざ
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
物
象
化
の
伝
統
は
D
urkheim
以
来
の
潮
流
で
あ
り
、
主
意
主
義
の
伝
統
は
W
eber以
来
の
潮
流
で
あ
る
と
簡
潔
に
整
理

し
て
い
る(
)。
13

物
象
化
か
主
意
主
義
か
と
い
う
二
項
対
立
図
式
に
よ
る
Bhaskarの
簡
潔
な
整
理
は
、
西
欧
社
会
科
学
の
伝
統
を
理
解
す
る
た
め

の
有
効
な
視
座
を
提
供
し
て
お
り
、
Giddensが
格
闘
し
た
構
造
か
行
為
か
と
い
う
二
項
対
立
図
式
と
正
確
に
対
応
し
て
い
る
。
だ

が
他
方
で
は
、
M
arx、
D
urkheim
、
W
eberな
ど
、
西
欧
社
会
科
学
の
開
祖
た
ち
が
行
っ
た
理
論
構
築
の
作
業
に
お
い
て
は
、
構

構造化理論から知識の社会学へ（一）

5



造
と
行
為
主
体
の
い
ず
れ
の
側
か
ら
社
会
理
論
を
構
築
し
て
い
く
か
、
と
い
う
選
択
は
、
科
学
的
な
思
索
を
厳
し
く
突
き
詰
め
て
い

く
中
で
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
正
し
く
認
識
し
て
お
く
こ
と
も
ま
た
、
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
社
会
科
学
の
巨
人
た
ち
の
著

述
に
お
い
て
は
、
科
学
的
な
考
察
は
極
め
て
厳
密
に
遂
行
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
極
め
て
厳
密
に
遂
行
さ
れ
た
か
ら

こ
そ
、
そ
こ
に
深
刻
な
矛
盾
が
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
Giddensが
行
っ
た
の
は
、
巨
人
た
ち
の
著
述
に
残
さ
れ
た
深
刻
な
矛

盾
に
向
き
合
い
、
テ
キ
ス
ト
を
「
著
者
に
反
し
て
読
む
」
こ
と
で
、
社
会
と
個
人
、
構
造
と
行
為
主
体
の
関
係
を
よ
り
深
い
地
点
に

遡
っ
て
統
一
的
に
把
握
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
Giddensは
、
社
会
的
事
実
の
拘
束
力
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
Bhaskarか

ら
物
象
化
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
与
え
ら
れ
た
D
urkheim
の
著
作
の
な
か
に
も
、
行
為
主
体
の
「
道
徳
的
個
人
主
義
」
が
社
会
を
動
か

し
て
い
く
自
律
的
な
作
用
に
関
し
て
肯
定
的
に
論
じ
た
優
れ
た
論
述
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(
)。
G
iddens
は

14

「
M
arx
を
M
arx
に
反
し
て
読
む
」、「
W
eberを
W
eberに
反
し
て
読
む
」、
と
い
っ
た
独
自
の
テ
キ
ス
ト
解
読
に
取
り
組
む
こ

と
を
通
じ
て
、
構
造
化
理
論
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
構
造
化
理
論
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ
、
そ
の
一

つ
の
有
望
な
理
路
と
し
て
「
知
識
の
社
会
学
」
と
い
う
構
想
を
示
し
て
い
き
た
い
。
こ
う
し
た
作
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、

Giddensに
倣
っ
て
構
造
化
理
論
の
論
述
の
な
か
に
潜
む
矛
盾
を
発
見
し
、「
Giddensを
Giddensに
反
し
て
読
む
」
こ
と
で
こ
の

矛
盾
を
解
消
し
て
い
く
よ
う
な
努
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。

一
・
二

ギ
デ
ン
ズ
の
構
造
化
理
論
：
マ
ル
ク
ス
の
警
句
か
ら

Giddensの
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
業
績
は
、
お
よ
そ
一
九
八
〇
年
代
の
半
ば
を
境
に
、
前
半
期
と
後
半
期
に
分
け
て
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
本
論
文
の
課
題
で
あ
る
構
造
化
理
論
に
関
す
る
Giddensの
主
要
な
著
作
は
、
前
半
期
に
お
い
て
す
べ
て
出
尽
く
し
て
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い
る
。
Giddensの
最
初
の
著
作
で
あ
る
『
資
本
主
義
と
近
代
社
会
理
論
』
(
)は
、
近
代
資
本
主
義
社
会
の
成
立
と
の
関
係
で
M
arx、

15

D
urkheim
、
W
eberの
社
会
理
論
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
考
察
し
た
優
れ
た
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
学
と

し
て
の
社
会
学
の
始
ま
り
に
関
す
る
的
確
な
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
Giddensは
、
社
会
学
者
と
し
て
き
わ
め
て
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
地
点
か
ら
出
発
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
後
の
歩
み
の
な
か
で
は
、
社
会
学
プ
ロ
パ
ー
の
領
域
に
止
ま
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
哲
学
、
言
語
学
、
人
類
学
、
心
理
学
、
精
神
分
析
学
、
地
理
学
な
ど
の
多
岐
に
わ
た
る
先
端
的
学
説
を
取
り
上
げ
、
こ

れ
ら
に
独
創
的
な
テ
キ
ス
ト
読
解
を
加
え
る
こ
と
で
、
自
ら
の
社
会
理
論
を
構
造
化
理
論
Structuration
T
heory
と
し
て
纏
め
上

げ
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
は
構
造
化
理
論
と
は
ど
の
よ
う
な
理
論
で
あ
る
の
か
。
始
め
に
構
造
化
理
論
に
関
す
る
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ

を
与
え
る
こ
と
を
試
み
、
前
項
で
取
り
上
げ
た
Giddensに
と
っ
て
の
課
題
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
問
題
の
所
在

を
は
っ
き
り
と
示
そ
う
。

Giddensは
、
自
身
の
社
会
理
論
の
全
容
を
提
示
す
る
こ
と
を
試
み
た
構
造
化
理
論
の
集
大
成
と
呼
ぶ
べ
き
著
作
で
あ
る
『
社
会

の
構
成
』
の
序
論
に
お
い
て
、
歴
史
に
お
け
る
人
間
の
行
為
主
体
性
agency
に
言
及
し
た
M
arx
の
次
の
よ
う
な
警
句
を
引
用
し

て
、
構
造
化
理
論
の
発
想
の
原
点
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
読
者
の
直
感
に
訴
え
か
け
る
こ
と
を
試
み
て
い
る(
)。
引
用
さ

16

れ
て
い
る
警
句
は
『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
十
八
日
』
の
中
の
「
人
間
は
自
分
自
身
の
歴
史
を
創
る
が
、
し
か
し
、

自
発
的
に
、
自
分
で
選
ん
だ
状
況
の
下
で
歴
史
を
創
る
の
で
は
な
く
、
す
ぐ
目
の
前
に
あ
る
、
与
え
ら
れ
た
、
過
去
か
ら
受
け
渡
さ

れ
た
状
況
の
下
で
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
直
感
的
に
は
誰
も
が
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
警
句(
)を
17

構
造
化
理
論
を
開
示
す
る
に
あ
た
っ
て
の
前
奏
曲
と
し
て
示
す
こ
と
で
、
Giddensが
喚
起
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
歴
史
に
お

け
る
人
間
の
行
為
主
体
性
を
説
明
す
る
、
以
下
の
三
つ
の
論
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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(1
)
人
間
は
決
し
て
与
え
ら
れ
た
歴
史
的
な
制
約
条
件
に
よ
っ
て
一
方
的
に
流
さ
れ
て
い
く
だ
け
の
受
動
的
な
存
在
で
は
な
い
。

歴
史
を
創
る
の
は
行
為
主
体
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。

(2
)
と
は
い
え
人
間
は
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
歴
史
を
創
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
歴
史
を
創
る
さ
い
の
人
間
の
行
為
主
体
性
は
、
過
去

か
ら
引
き
継
が
れ
た
条
件
に
よ
り
制
約
さ
れ
な
が
ら
、
発
現
す
る
。

(3
)
人
間
の
行
為
主
体
性
に
対
す
る
制
約
条
件
は
、
過
去
か
ら
現
在
に
向
か
う
時
間
に
よ
っ
て
経
時
的
に
受
け
継
が
れ
る
。
こ
こ

か
ら
読
み
取
る
べ
き
こ
の
警
句
の
も
う
一
つ
の
含
意
は
、
現
在
に
お
け
る
人
間
の
行
為
が
も
た
ら
す
帰
結
は
、
未
来
の
人
間
が

行
為
を
選
択
す
る
際
の
歴
史
的
な
制
約
条
件
と
し
て
引
き
渡
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
十
八
日
』
の
警
句
の
含
意
を
以
上
の
よ
う
に
整
理
し
た
う
え
で
、
M
arx
が
い
う
「
歴
史
的
な
制
約
条
件
」
を

「
構
造
」
Structure
と
い
う
用
語
で
置
き
換
え
て
み
よ
う
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
M
arx
の
警
句
を
構
造
化
理
論
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
冒
頭
に
お
い
た
Giddensが
、
何
を
示
そ
う
と
し
た
の
か
を
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
先
の
三
つ
の
論
点
は
そ
れ

ぞ
れ
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

(1
)
人
間
の
行
為
は
構
造
に
よ
っ
て
一
方
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
人
間
の
主
体
的
な
行
為
は
、
そ﹅

の﹅

結﹅

果﹅

と﹅

し﹅

て﹅

社
会
の
構
造
を
再
生
産
し
た
り
変
容
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
因
果
的
な
効
力
を
持
っ
て
い
る
。

(2
)
と
は
い
え
人
間
は
所
与
の
社
会
構
造
か
ら
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
、フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
行
為
を
選
択
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

人
間
は
構
造
を
媒﹅

体﹅

と﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

に﹅

よ﹅

っ﹅

て﹅

、
つ
ま
り
構
造
か
ら
制
約
さ
れ
、
ま
た
構
造
か
ら
可
能
性
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
ら
の
行
為
主
体
性
を
発
現
さ
せ
て
い
る
。
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(3
)
以
上
の
よ
う
に
、
人
間
の
行
為
は
構
造
を
媒﹅

体﹅

と﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

に﹅

よ﹅

っ﹅

て﹅

実
現
さ
れ
、
そ﹅

の﹅

結﹅

果﹅

と﹅

し﹅

て﹅

構
造
を
再
生
産
し
た

り
、
変
容
さ
せ
た
り
す
る
、
と
い
う
循
環
す
る
繰
り
返
し
の
な
か
で
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
継
続
さ
れ
て
い
る
。
構
造
が
行
為

を
作
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
行
為
が
構
造
を
作
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
二
元
論
dualism
の
い
ず
れ
か
ら
も
、
人
間
の

社
会
を
基
礎
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
の
社
会
は
、
そ
れ
が
通
時
的
に
継
続
す
る
な
か
で
、
構
造
と
行
為
が
循
環
し
な

が
ら
相
互
に
作
り
あ
う
m
utual
constitution
関
係
と
し
て
、
つ
ま
り
二
重
性
duality
の
関
係
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
し

か
で
き
な
い
。

一
・
三

本
論
文
の
課
題
と
構
成

前
項
の
最
後
で
示
し
た
三
点
が
、
ぎ
り
ぎ
り
に
引
き
絞
っ
た
Giddensに
よ
る
構
造
化
理
論
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

出
発
し
て
構
造
化
理
論
の
批
判
的
な
検
討
を
行
い
、
そ
こ
か
ら
「
知
識
の
社
会
学
」
へ
と
繋
げ
る
理
路
を
切
り
開
い
て
い
く
こ
と
が

本
論
文
の
課
題
で
あ
る
。
本
論
文
の
前
半
（
本
号
）
で
は
、
構
造
化
理
論
を
構
成
す
る
二
つ
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
行
為
主
体
性
」

と
「
構
造
」
な
ら
び
に
両
者
の
間
の
「
二
重
性
」
と
い
う
概
念
に
焦
点
を
当
て
、
Giddensと
そ
の
批
判
者
、
継
承
者
た
ち
の
テ
キ
ス

ト
を
解
読
し
て
い
く
。
構
造
化
理
論
に
お
い
て
は
、「
二
重
性
」
の
概
念
を
厳
密
に
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
｢行
為
主
体
性
｣お
よ

び
「
構
造
」
の
意
味
を
正
し
く
掴
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
考
察
は
「
二
重
性
」、「
行
為
主
体
性
」、「
構
造
」
の
順
に
進
め
ら

れ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
中
心
概
念
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
、
ポ
ス
ト
ギ
デ
ン
ズ
の
研
究
者
た
ち
が
Giddensの
構
造
化
理
論
を
ど
の
よ

う
に
批
判
し
、
ど
の
よ
う
に
継
承
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。
本
論
文
の
後
半
に
お
い
て
は
、
ポ
ス
ト
ギ
デ

ン
ズ
の
構
造
化
理
論
が
切
り
開
き
つ
つ
あ
る
理
路
を
、
｢知
識
の
社
会
学
｣と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
概
略
を
記
述
す
る
と
と
も
に
、
若
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干
の
事
例
を
挙
げ
て
知
識
の
社
会
学
に
基
づ
く
雇
用
関
係
研
究
の
試
論
を
提
示
す
る
。

二

二
重
性

二
・
一

二
元
論
か
ら
二
重
性
へ

社
会
理
論
と
し
て
の
構
造
化
理
論
が
持
つ
最
大
の
独
創
性
は
、「
そ
も
そ
も
社
会
が
存
在
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
の

か
」
と
い
う
存
在
論
的
な
究
極
の
問
い
を
立
て
、「
社
会
は
構
造
と
行
為
の
両
者
が
相
互
を
作
り
あ
う
二
重
性
duality
の
関
係
と
し

て
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
独
自
の
社
会
的
存
在
論
に
基
づ
い
て
理
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
Giddensは
社
会
に
関
す

る
こ
の
よ
う
な
存
在
論
か
ら
出
発
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
西
欧
社
会
科
学
が
陥
り
が
ち
で
あ
っ
た
認
識
論
的
な
二
元
論
dualism
に
よ

る
基
礎
付
け
主
義
foundationalism
が
も
た
ら
す
両
極
的
な
誤
謬
、
す
な
わ
ち
、「
社
会
を
構
成
し
て
い
る
構
造
が
個
人
の
行
為
を

決
定
し
て
い
る
」
と
い
う
物
象
化
の
過
ち
と
、「
社
会
と
は
主
体
的
に
選
択
す
る
個
人
の
行
為
の
結
果
で
あ
っ
て
、
社
会
構
造
は
個
人

の
行
為
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
主
意
主
義
の
過
ち
を
二
つ
と
も
に
拒
絶
し
て
、
従
来
と
は
全
く
異
な
る
方
向
で
社
会

理
論
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
二
元
論
と
対
置
さ
れ
る
二
重
性
と
い
う
概
念
は
、
Giddensの
社
会
理
論
を
理
解
す
る

た
め
の
出
発
点
で
あ
り
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
厳
密
に
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

構
造
の
二
重
性
に
つ
い
て
Giddensは
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
。「‚
構
造
の
二
重
性
‘
と
い
う
こ
と
で
私
が
言
お

う
と
し
て
い
る
の
は
、
社
会
構
造
は
人
間
の
行
為
主
体
性
‚
に
よ
っ
て
‘
作
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
そ
れ
を
作
り
出
す
‚
媒
体
‘
で

も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」(
)Giddensは
さ
ら
に
別
の
箇
所
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
構
造
と
行
為
主
体
性
が
相
互
に
作
り
あ
う

18
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二
重
性
の
関
係
に
つ
い
て
、
行
為
と
い
う
概
念
を
社
会
的
実
践
と

い
う
言
葉
で
置
き
換
え
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
構
造

の
二
重
性
と
は
、
社
会
生
活
が
社
会
的
実
践
の
中
で
構
成
さ
れ
る

さ
い
の
本
質
的
な
循
環
性
recursiveness
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
構
造
は
実
践
が
再
生
産
さ
れ
る
た
め
の
媒
体
で

あ
る
と
と
も
に
、実
践
が
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
の
結
果
で
も
あ
る
。｣
(
)
19

recursivenessと
い
う
用
語
は
「
繰
り
返
し
」
と
訳
す
こ
と
も

可
能
だ
が
、「
構
造
を
媒
介
し
て
な
さ
れ
た
行
為
が
構
造
を
再
生
産

す
る
」
と
い
う
構
造
化
サ
イ
ク
ル
の
繰
り
返
し
が
本
質
的
に
自
己

循
環
的
な
運
動
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
、
本
論
文
で
は

敢
え
て
「
循
環
性
」
と
い
う
訳
語
を
充
て
る
こ
と
に
し
た
い
。
従
っ

て
、
構
造
と
行
為
主
体
性
（
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
）
に
関
す
る
「
二
重

性
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
図
1
の
よ
う
な
循
環
図
式
と
し
て
整
理

し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

構
造
の
二
重
性
ま
た
は
社
会
的
実
践
の
再
生
産
を
説
明
す
る
た

め
に
、
最
も
基
本
的
で
最
も
明
白
な
事
例
と
し
て
Giddensが
し

ば
し
ば
取
り
上
げ
る
の
が
、
言
語
の
事
例
で
あ
る
。

「
私
が
あ
る
文
章
を
発
話
す
る
と
き
、
そ
う
す
る
た
め
に
私
は

構造化理論から知識の社会学へ（一）
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様
々
な
統
語
論
的
規
則
（
そ
れ
ら
は
言
語
に
関
す
る
私
の
実
践
的
な
意
識
の
な
か
に
沈
殿
し
て
い
る
）
を
引
用
し
て
い
る
。
言
語
に

関
す
る
こ
の
よ
う
な
構
造
的
側
面
は
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
私
が
発
話
を
作
り
出
す
媒
体
で
あ
る
。
し
か
し
統
語
論
的
に
正
し
い
発
話

を
す
る
こ
と
で
、
私
は
同
時
に
そ
の
言
語
を
全
体
と
し
て
再
生
産
す
る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
。」(
)
20

主
体
の
行
為
（
発
話
行
為
）
が
一
定
の
構
造
（
言
語
の
統
語
論
的
規
則
）
を
媒
体
と
し
て
行
わ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
行
為
の
結

果
と
し
て
構
造
が
再
生
産
さ
れ
る
、と
い
う
自
己
循
環
的
、あ
る
い
は
再
帰
的
な
関
係
が
Giddensの
い
う
構
造
の
二
重
性
で
あ
る
。

二
重
性
と
い
う
概
念
は
、
具
体
的
な
発
話
行
為
(パ
ロ
ー
ル
)と
発
話
の
背
後
に
あ
っ
て
意
味
の
伝
達
を
支
え
て
い
る
規
則
(ラ
ン
グ
)

と
い
う
Saussure
の
言
語
学
に
準
拠
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
言
語
へ
の
言
及
は
、
Giddensに
と
っ
て
は
、
構
造
に
関
す
る

重
要
で
は
あ
る
が
一
つ
の
側
面
の
説
明
に
過
ぎ
な
い
。
Giddensは
「
社
会
が
言
語
に
似
て
い
る
」
と
い
う
理
由
に
基
づ
い
て
言
語

か
ら
す
べ
て
の
社
会
事
象
を
説
明
す
る
、
と
い
う
言
語
論
的
な
還
元
の
方
向
で
議
論
を
進
め
よ
う
と
は
し
な
い
。「
言
語
は
社
会
に

お
い
て
極
め
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
、
す
べ
て
の
社
会
活
動
の
あ
る
側
面
を
例
示
し
て
い
る
」
と
い
う
理
由
で
、

言
語
に
お
け
る
発
話
と
規
則
の
関
係
を
一
つ
の
有
効
な
具
体
例
と
し
て
示
し
、
行
為
と
構
造
の
関
係
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る(
)。
21

従
っ
て
Giddensに
と
っ
て
構
造
概
念
は
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
規
則
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
Giddensは

社
会
を
説
明
す
る
う
え
で
構
造
と
い
う
概
念
を
も
っ
と
幅
広
く
活
用
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
は
、
社
会
を
成
立
さ
せ
る
意
味
作
用
signification
と
い
う
構
造
の
二
重
性
を
循
環
さ

せ
て
い
く
行
為
で
あ
る
が
、
Giddensに
よ
れ
ば
、
社
会
は
意
味
作
用
と
い
う
構
造
の
二
重
性
だ
け
で
動
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、

人
間
の
相
互
行
為
が
支
配
dom
ination
と
正
統
化
legitim
ation
と
い
う
さ
ら
に
二
つ
の
構
造
の
二
重
性
を
自
己
循
環
的
に
作
り

出
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
支
配
と
い
う
構
造
に
関
し
て
い
え
ば
、
特
定
の
支
配
構
造
の
も
と
に
い
る
行
為
者
は
そ
の

構
造
を
媒
体
と
し
て
権
力
pow
erに
関
わ
る
相
互
行
為
を
実
践
し
、
そ
う
す
る
こ
と
を
通
じ
て
支
配
構
造
を
再
生
産
し
て
い
る(
)。
22
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ま
た
、
正
統
化
と
い
う
構
造
に
関
し
て
い
え
ば
、
特
定
の
正
統
化
構
造
を
受
容
し
て
い
る
行
為
者
は
、
そ
の
構
造
を
媒
体
と
し
て
道

徳
的
な
裁
定
sanction
に
関
わ
る
相
互
行
為
を
実
践
し
、
そ
う
す
る
こ
と
を
通
じ
て
そ
の
正
統
化
構
造
を
再
生
産
す
る
の
で
あ
る(
)。
23

意
味
作
用
、
支
配
、
正
統
化
、
と
い
う
三
つ
の
構
造
は
、
社
会
の
背
後
に
あ
る
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
存
在
で
あ
る
が
、
行
為
者
が
こ

れ
を
媒
体
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
権
力
、
道
徳
的
裁
定
に
関
わ
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
相
互
行
為
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
自
己
循
環
的
な
サ
イ
ク
ル
の
な
か
で
再
生
産
さ
れ
、
継
続
し
て
い
く
。
Giddensは
こ
の
よ
う
に
、
三
つ
の
構
造
に
関
す
る
｢二
重

性
｣の
自
己
循
環
サ
イ
ク
ル
に
よ
っ
て
社
会
の
動
態
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
相
互
行
為
が
構
造
を
媒
介
す
る
様
式

m
odality
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
造
に
応
じ
て
、
解
釈
図
式
interpretativeschem
a、
便
益
facility、
規
範
norm
と
い

う
概
念
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る(
)。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
相
互
行
為
は
、
解
釈
図
式
と
い
う
様
式
を
用
い
て
、
媒
体
で

24

あ
る
意
味
作
用
の
構
造
を
引
用
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
意
味
作
用
の
構
造
を
再
生
産
す
る
。
権
力
に
関
わ
る
相
互
行
為
は
、
便
益
と

い
う
様
式
を
用
い
て
、
支
配
の
構
造
を
引
用
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
支
配
の
構
造
を
再
生
産
す
る
。
道
徳
的
裁
定
に
関
わ
る
相
互
行

為
は
、
規
範
と
い
う
様
式
を
用
い
て
、
正
統
性
の
構
造
を
引
用
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
正
統
性
の
構
造
を
再
生
産
す
る
。

さ
て
、
以
上
で
よ
う
や
く
二
重
性
を
説
明
す
る
た
め
の
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
概
念
か
ら
構
成
さ
れ
る
三
組
の
概
念
セ
ッ
ト
が
出
揃
っ

た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
①
相
互
行
為
に
関
す
る
概
念
セ
ッ
ト
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
権
力
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
、

②
構
造
に
関
す
る
概
念
セ
ッ
ト
と
し
て
の
意
味
作
用
、
支
配
、
正
統
化
、
③
媒
介
様
式
に
関
す
る
概
念
セ
ッ
ト
と
し
て
の
解
釈
図
式
、

便
益
、
規
範
が
そ
れ
で
あ
る
。
概
念
セ
ッ
ト
が
あ
ま
り
に
も
重
た
い
こ
と
か
ら
Giddensの
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
見
失
っ
て
し
ま
い

そ
う
に
な
る
が
、
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
簡
単
に
補
足
す
れ
ば
、
①
、
②
、
③
の
い
ず
れ
に
関
し
て
も
、
な
か
に
入
っ
て
い
る
三
つ

の
概
念
が
現
実
の
社
会
に
実
在
し
て
い
る
言
語
、
貨
幣
、
法
に
お
お
む
ね
対
応
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う(
)。
25

三
つ
の
相
互
行
為
、
三
つ
の
構
造
、
三
つ
の
媒
介
様
式
が
再
生
産
さ
れ
る
二
重
性
の
サ
イ
ク
ル
は
、
構
造
化
理
論
の
心
臓
部
分
で

構造化理論から知識の社会学へ（一）
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あ
る
の
で
、
相
当
に
く
ど
く
な
る
こ
と
を
覚
悟
の
上
で
、
Giddens自
身
の
記
述
を
正
確
に
引
用
し
て
お
こ
う
。

①
意
味
作
用
の
構
造
に
関
す
る
二
重
性
の
サ
イ
ク
ル

「
相
互
行
為
に
お
け
る
意
味
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
人
は
何
を
言
っ
た
の
か
、
何
を
行
っ
た
の
か
が
参
加
者
に

了
解
さ
れ
る
よ
う
な
解
釈
図
式
の
使
用
を
含
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
認
知
図
式
の
適
用
は
、
相
互
的
な
知
識
の
枠
組
み
の
中
で
、
あ

る
共
同
体
の
中
で
共
有
さ
れ
て
い
る
（
意
味
作
用
signification
に
関
す
る
）
認
知
的
秩
序
cognitiveorderに
依
拠
し
、
そ
こ
か

ら
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
解
釈
図
式
の
適
用
は
、
そ
う
し
た
認
知
的
秩
序
か
ら
の
引
用
を
行
う
さ
い
に
、
同
時

に
そ
の
秩
序
を
再
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」(
)
26

②
支
配
の
構
造
に
関
す
る
二
重
性
の
サ
イ
ク
ル

「
相
互
行
為
に
お
け
る
権
力
の
使
用
は
、
参
加
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
他
者
の
行
動
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
で
成
果
を
生
み
出
す
こ
と

を
可
能
に
す
る
便
益
facility
の
適
用
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
便
益
は
、（
共
同
体
の
）
支
配
の
秩
序
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
る
と
同

時
に
、
そ
れ
ら
が
適
用
さ
れ
る
際
に
、
支
配
の
秩
序
を
再
生
産
し
て
い
る
。」(
)
27

③
正
統
化
の
構
造
に
関
す
る
二
重
性
の
サ
イ
ク
ル

「
最
後
に
、（
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
用
い
て
）
相
互
行
為
を
道
徳
的
に
構
成
す
る
こ
と
は
、（
共
同
体
で
共
有
さ
れ
て
い
る
）
正
統
的
な

秩
序
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
規
範
の
適
用
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
う
し
た
適
用
を
行
う
こ
と
で
正
統
秩
序
の
再
生
産
を
行
っ
て
い
る
。」
(
)
28

二
重
性
の
サ
イ
ク
ル
を
理
解
す
る
う
え
で
、
さ
ら
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
構
造
（
意
味
、
支
配
、
正
統
化
）
の

相
互
関
係
は
、
現
実
の
社
会
に
お
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
分
岐
す
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
重
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
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為
者
が
構
造
に
従
っ
て
相
互
行
為
を
行
う
た
め
に
依
拠
す
る
三
つ
の
媒
介
様
式
（
解
釈
図
式
、

便
益
、
規
範
）
に
つ
い
て
も
、
Giddensは
、
こ
れ
ら
が
実
質
上
の
区
分
と
い
う
よ
り
は
分
析
上

の
区
分
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
Giddensに
よ
る
三
つ
の
概
念
セ
ッ
ト
の
マ
ト
リ
ク
ス
に
若

干
の
説
明
を
加
え
て
図
式
化
す
れ
ば
、
図
2
の
よ
う
に
な
る
。
図
2
は
、
図
1
で
示
さ
れ
た
構

造
と
行
為
主
体
性
の
関
係
を
よ
り
具
体
的
に
分
析
す
る
た
め
に
三
つ
の
構
成
要
素
に
分
解
し
た

場
合
の
図
式
で
あ
る
。

二
・
二

二
重
性
概
念
の
社
会
理
論
的
な
意
義

Giddensは
「
そ
も
そ
も
社
会
が
存
在
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
の
か
」、
と
い
う

社
会
の
存
在
論
と
も
い
う
べ
き
究
極
の
問
い(
)を
設
定
し
て
、
社
会
に
関
す
る
認
識
論
に
お
い
て

29

従
来
支
配
的
で
あ
っ
た
、「
構
造
か
行
為
か
」
と
い
う
二
元
論
（
dualism
）
に
陥
る
こ
と
を
排

し
、「
社
会
は
構
造
と
行
為
の
二
重
性（
duality）に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
」と
い
う
答
え(
)を
30

提
出
し
た
。
こ
の
答
え
は
、
Giddensの
社
会
理
論
の
生
命
線
と
も
い
え
る
最
も
重
要
な
命
題

で
あ
る
。
Giddensは
構
造
と
行
為
の
関
係
に
関
し
て
、「
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
を
根
拠
付
け
て
い

る
の
か
」
と
い
う
従
来
の
西
欧
社
会
科
学
が
拘
泥
し
て
き
た
認
識
論
的
な
基
礎
付
け
主
義
の
問

題
設
定
を
棄
却
し
て
、「
構
造
が
構
造
で
あ
る
の
は
行
為
主
体
が
そ
れ
を
構
造
と
し
て
使
用
し
、

そ
れ
に
従
っ
て
行
為
を
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
社
会
と
い
う
存
在
の
本

構造化理論から知識の社会学へ（一）
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図2 3つの構造の「二重性」



質
を
見
出
し
た
。
社
会
は
自
己
循
環
的
で
再
帰
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
社
会
的
存
在
論
を
打
ち
出
し
、
構
造
と
行
為
の
二
重
性
概

念
に
よ
っ
て
従
来
の
二
元
論
的
な
社
会
理
論
の
限
界
を
突
破
し
よ
う
と
し
た
点
に
Giddensの
社
会
理
論
の
独
創
性
、
卓
越
性
が
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ポ
ス
ト
ギ
デ
ン
ズ
の
研
究
者
か
ら
も
ほ
ぼ
共
通
に
承
認
さ
れ
て
い
る(
)。

ポ
ス
ト
ギ
デ
ン
ズ
に
お
け
る
構
造
化

31

理
論
の
展
開
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
社
会
理
論
の
世
界
に
お
け
る
｢二
重
性
｣概
念
の
意
義
に
関
す
る
筆
者
自
身
の
理
解
を
示
し

て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
西
欧
の
社
会
科
学
は
、
社
会
を
全
体
ま
た
は
集
合
体
の
側
か
ら
基
礎
付
け
て
説
明
す
る
か
、
そ
れ
と

も
個
人
の
側
か
ら
基
礎
付
け
て
説
明
す
る
か
、と
い
う
西
欧
に
固
有
の
認
識
論
的
な
ア
ポ
リ
ア
に
よ
っ
て
長
ら
く
悩
ま
さ
れ
て
き
た
。

前
者
の
立
場
に
立
て
ば
、
社
会
を
認
識
す
る
上
で
重
要
な
対
象
物
は
、
全
体
社
会
を
構
成
す
る
制
度
、
シ
ス
テ
ム
、
構
造
な
ど
で
あ

り
、
個
人
の
行
為
、
性
向
、
意
識
な
ど
は
、
社
会
全
体
の
あ
り
方
か
ら
派
生
す
る
事
象
と
み
な
さ
れ
る
。
後
者
の
立
場
に
立
て
ば
、

社
会
を
認
識
す
る
上
で
重
要
な
対
象
物
は
、
個
人
の
行
為
、
性
向
、
意
識
な
ど
で
あ
り
、
社
会
の
制
度
、
シ
ス
テ
ム
、
構
造
な
ど
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
性
向
や
意
識
を
持
っ
た
自
律
的
な
存
在
で
あ
る
個
人
に
よ
る
行
為
の
集
計
と
し
て
現
れ
る
派
生
的
な
事
象
に
す

ぎ
な
い
。
前
者
の
立
場
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
れ
ば
、
社
会
が
個
人
の
行
為
を
決
定
す
る
、
と
い
う
社
会
的
決
定
論
な
い
し
物
象
化
、

後
者
の
立
場
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
れ
ば
、
社
会
は
自
己
決
定
能
力
を
持
つ
個
人
の
自
由
な
選
択
の
み
に
よ
っ
て
説
明
し
尽
く
す
こ
と

が
で
き
る
と
み
な
す
個
人
還
元
論
な
い
し
主
意
主
義
に
至
る
。

物
象
化
と
主
意
主
義
は
社
会
に
関
す
る
認
識
論
の
二
つ
の
両
極
的
な
立
場
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
両
極
的
な
認
識
論

に
基
づ
い
て
記
述
さ
れ
る
社
会
の
姿
は
、
か
な
り
異
様
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
純
粋
に
物
象
化
の
観
点
を
極
め
る

な
ら
、
個
人
は
社
会
的
な
強
制
力
の
も
と
で
自
由
な
選
択
の
余
地
を
持
た
な
い
操
り
人
形
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
る
。

社
会
を
認
識
す
る
営
為
と
は
、
操
り
人
形
を
動
か
し
て
い
る
舞
台
装
置
に
相
当
す
る
非
人
格
的
な
仕
組
み
や
、
人
形
の
振
る
舞
い
を
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あ
ら
か
じ
め
確
定
さ
せ
て
い
る
劇
の
シ
ナ
リ
オ
を
発
見
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
他
方
、
純
粋
に
主
意
主
義
の
観
点
を
極
め
る

な
ら
、
社
会
全
体
(例
え
ば
軍
隊
)は
個
人
(例
え
ば
兵
隊
)の
行
為
に
よ
っ
て
す
べ
て
説
明
し
尽
く
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ

て
例
え
ば
軍
隊
と
兵
隊
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
国
家
、
戦
争
、
徴
兵
制
度
な
ど
、
一
介
の
個
人
の
行
為
だ
け
で
は
説
明
し
に

く
い
事
象
は
さ
し
あ
た
っ
て
認
識
の
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
兵
隊
の
行
為
だ
け
か
ら
軍
隊
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
地
点
に

ま
で
行
き
着
く
。

認
識
論
的
な
二
元
論
は
、
以
上
の
よ
う
な
偏
っ
た
社
会
像
や
異
様
な
社
会
像
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
二
元
論

は
、
社
会
科
学
の
正
統
な
手
続
き
を
伴
っ
て
本
格
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
層
強
固
な
偏
向
に
突
き
進
む
場
合
が
あ
る
。
前
者

の
立
場
に
固
執
し
た
社
会
科
学
は
、
社
会
へ
の
認
識
に
お
け
る
法
則
性
を
重
視
し
た
客
観
主
義
、
研
究
方
法
に
お
け
る
方
法
論
的
集

合
主
義
と
し
て
展
開
さ
れ
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
に
関
す
る
認
識
論
と
し
て
の
物
象
化
の
観
点
が
さ
ら
に
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
後
者
の
立
場
に
固
執
し
た
社
会
科
学
は
、
意
思
決
定
主
体
と
し
て
の
個
人
の
選
択
を
重
視
す
る
主
観
主
義
、
研
究
の
方
法
に

つ
い
て
は
方
法
論
的
個
人
主
義
と
し
て
展
開
さ
れ
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
に
関
す
る
認
識
論
と
し
て
の
主
意
主
義
の
観
点
は
さ

ら
に
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
こ
う
し
た
二
元
論
が
科
学
的
認
識
を
超
え
て
、
人
々
の
思
想
や
価
値
観
の
領
域
に
ま
で
浸
潤
し
た
場
合
、
社
会
科
学
が
本

来
あ
る
べ
き
姿
を
大
き
く
逸
脱
し
た
「
危
う
い
言
説
」
が
、
科
学
的
な
装
い
を
も
っ
て
表
明
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

と
り
わ
け
筆
者
の
専
門
領
域
で
あ
る
雇
用
関
係
研
究
の
世
界
に
お
い
て
は
、
認
識
論
と
方
法
論
と
し
て
の
二
元
論
的
な
両
極
の
立
場

が
思
想
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
合
体
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
「
危
う
い
言
説
」
の
事
例
に
は
事
欠
か
な
い
。
物
象
化
論
的
な
認
識
論
・

方
法
論
が
思
想
と
し
て
の
M
arx
主
義
と
結
び
つ
い
た
場
合
に
、資
本
主
義
社
会
の
賃
労
働
関
係
に
お
け
る
被
用
者
に
つ
い
て
、も
っ

ぱ
ら
従
属
性
の
観
点
だ
け
で
論
ず
る
と
い
う
過
ち
（
＝
強
制
説
）
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
主
意
主
義
的
な
認
識
論
・
方
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法
論
が
思
想
と
し
て
の
新
自
由
主
義
と
結
び
つ
い
た
場
合
、
資
本
主
義
的
な
賃
労
働
関
係
に
お
け
る
被
用
者
に
つ
い
て
、
も
っ
ぱ
ら

自
己
決
定
と
自
己
責
任
の
観
点
だ
け
で
論
ず
る
と
い
う
過
ち
（
＝
自
発
説
）
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
謬
が
危
う
い
も
の
で
あ

る
の
は
、
そ
れ
ら
が
し
ば
し
ば
科
学
的
権
威
を
ま
と
っ
て
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る
。

Giddensの
二
重
性
概
念
の
意
義
は
二
元
論
の
議
論
が
向
か
い
が
ち
な
、
以
上
の
よ
う
な
二
つ
の
陥
穽
を
回
避
し
、
構
造
と
行
為

の
相
互
的
な
構
成
の
図
式
を
示
し
、
構
造
と
行
為
の
両
者
を
取
り
入
れ
た
社
会
理
論
の
体
系
を
構
築
し
て
い
く
た
め
の
道
筋
を
示
し

た
こ
と
に
あ
る
。
二
重
性
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
で
資
本
主
義
社
会
の
賃
労
働
の
実
態
を
強
制
説
や
自
発
説
に
陥
い
る
こ
と
な
く
記

述
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

二
・
三

二
重
性
概
念
を
め
ぐ
る
ポ
ス
ト
ギ
デ
ン
ズ
の
議
論

二
・
三
・
一

ア
ー
チ
ャ
ー
に
よ
る
批
判

認
識
論
的
な
二
元
論
に
よ
っ
て
強
く
制
約
さ
れ
た
西
欧
社
会
科
学
の
限
界
を
指
摘
し
て
、
存
在
論
的
な
二
重
性
の
概
念
に
よ
っ
て

こ
れ
を
克
服
し
て
い
こ
う
と
し
た
Giddensの
着
想
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
ポ
ス
ト
ギ
デ
ン
ズ
の
構
造
化
理
論
の
研
究
者
た
ち
の

間
に
お
い
て
も
基
本
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
研
究
動
向
の
中
で
、
Giddensの
二
重
性
概
念
を
全
面
的
に
批
判
し
て
、

分
析
上
の
二
元
論
analyticaldualism
の
擁
護
を
試
み
た
の
が
、
A
rcherで
あ
る(
)。
32

A
rcherは
、
Giddensと
は
異
な
る
独
自
の
概
念
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
が
、
主
意
主
義
と
物
象
化
論
（
決
定
論
）
と
い
う
社
会
科

学
の
伝
統
に
対
し
て
、Giddensと
ほ
ぼ
同
様
の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
社
会
科
学
に
お
け
る
主
意
主
義
的
な
伝
統
に
対
し
て
は
、

ミ
ク
ロ
な
方
向
に
社
会
の
分
析
を
還
元
さ
せ
る
下
向
的
合
成
dow
nw
ard
conflation
に
よ
る
融
合
主
義
elisionism
と
命
名
し
、

一橋社会科学 第7号 2009年8月

18



物
象
化
論
(決
定
論
)的
な
伝
統
に
対
し
て
は
、
マ
ク
ロ
な
方
向
に
社
会
の
分
析
を
還
元
さ
せ
る
上
向
的
合
成
upw
ard
conflation

に
よ
る
融
合
主
義
と
命
名
し
、
こ
の
二
つ
の
動
向
を
強
く
批
判
し
て
い
る
。
だ
が
同
時
に
A
rcherは
構
造
の
二
重
性
と
い
う
概
念

に
よ
っ
て
主
意
主
義
と
物
象
化
論
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
Giddensの
試
み
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
中
心
的
合
成
centralconfla-

tion
に
よ
る
融
合
主
義
と
し
て
批
判
し
、
社
会
理
論
と
し
て
の
有
効
性
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
A
rcherに
よ
れ
ば
、
Giddensの

理
論
は
、
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
と
構
造
を
平
板
な
（
階
層
化
さ
れ
て
い
な
い
）
存
在
論
に
よ
っ
て
同
一
地
平
に
押
し
込
め
、
融
合
さ
せ

て
い
る
た
め
に
、
構
造
が
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
か
ら
独
立
し
た
存
在
で
あ
り
、
創
発
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
も
の
だ
、
と
い
う
事
実
を

受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い(
)。
33

A
rcherが
二
重
性
概
念
を
批
判
す
る
さ
い
に
依
拠
し
て
い
る
「
存
在
の
階
層
性
」、「
構
造
の
創
発
的
影
響
力
」
と
い
う
概
念
は
、

い
ず
れ
も
Cam
bridge
大
学
の
科
学
哲
学
者
で
あ
る
Bhaskarを
創
始
者
と
す
る
批
判
的
実
在
論
criticalrealism
と
呼
ば
れ
る

社
会
哲
学
、
社
会
理
論
の
学
派
に
お
い
て
、
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
概
念
で
あ
る
。
A
rcherは
批
判
的
実
在
論
criticalreal-

ism
の
系
譜
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
社
会
学
者
で
あ
り
、
批
判
的
実
在
論
に
固
有
の
、
存
在
の
階
層
性
を
前
提

に
し
た
深
層
存
在
論
deep
ontology
を
根
拠
と
し
て
Giddens
の
存
在
論
そ
れ
自
体
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が

A
rcherの
議
論
は
存
在
論
の
レ
ベ
ル
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
Giddensの
二
重
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
不
完
全
な
存
在
論
に
基
盤

を
置
い
て
い
る
た
め
に
、
社
会
理
論
と
し
て
も
有
効
性
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
批
判
も
含
ん
で
い
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て

A
rcherは
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「（
批
判
的(
)）
実
在
論
者
た
ち
は
、
社
会
構
造
を
本
質
的
に
関
係
論
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
し
ま
た
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

34

の
創
発
的
な
性
質
の
ゆ
え
に
実
在
的
な
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
構
造
の
創
発
的
な
性
質
は
、
そ
の
内
部
で

行
為
す
る
エ
イ
ジ
ェ
ン
ツ
た
ち
に
対
し
て
影
響
力
を
持
ち
、
従
っ
て
彼
ら
の
活
動
に
は
還
元
不
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
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対
し
て
（
中
心
的
合
成
に
よ
る(
)）
融
合
主
義
者
は
、
構
造
と
文
化
を
、「
社
会
的
実
践
」
に
よ
っ
て
概
念
化
し
よ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
、

35

こ
の
よ
う
な
関
係
論
に
よ
る
概
念
化
は
受
け
入
れ
が
た
い
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
実
在
論
に
お
い
て
は
、
関
係
そ
れ
自
身
が
、

実
践
か
ら
区
別
さ
れ
た
性
質
を
、
実
践
に
還
元
で
き
な
い
潜
勢
力
を
、
実
践
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
力
を
、
持
っ
て
い
る
と
信
じ

ら
れ
て
お
り
、
ま
た
実
践
者
た
ち
に
対
し
て
先
行
的
に
存
在
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
代
わ
り
に

融
合
主
義
者
が
必
要
と
し
て
い
る
も
の
は
、
構
造
が
実
践
へ
と
圧
縮
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
実
践
に
対
し
て
相
対
的
に
自
律
的

な
影
響
力
を
ふ
る
う
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
関
係
的
な
性
格
の
概
念
で
は
な
く
、
構
造
が
社
会
的
実
践
の
な
か
に
含
み
こ
ま
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
よ
う
な
構
造
概
念
な
の
で
あ
る
。」(
)
36

以
上
の
よ
う
な
A
rcherに
よ
る
Giddensへ
の
批
判
に
関
し
て
、
筆
者
は
存
在
論
の
レ
ベ
ル
で
厳
密
な
検
証
を
行
う
だ
け
の
学

識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
二
重
性
の
概
念
に
よ
れ
ば
、
分
析
の
焦
点
は
常
に
構
造
と
エ
イ

ジ
ェ
ン
シ
ー
を
結
び
付
け
て
い
る
「
熟
達
し
た
行
為
者
に
よ
る
社
会
的
な
実
践
」
に
向
け
ら
れ
る
し
か
な
く
、
そ
の
よ
う
な
分
析
で

は
、
構
造
と
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
を
分
離
し
て
独
立
に
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
社
会
理
論
面
で
の
批
判
で
あ
る
。
二
重

性
概
念
を
社
会
理
論
と
し
て
展
開
し
た
場
合
の
科
学
的
な
不
完
備
性
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
熟
達
し
た

行
為
者
の
社
会
的
な
実
践
」
に
よ
っ
て
構
造
と
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
が
融
合
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
二
重
性
概
念
に
依
拠
す
る
限
り
、

構
造
化
理
論
で
は
、
行
為
と
構
造
を
経
験
科
学
的
に
観
察
し
た
り
、
両
者
の
関
係
性
を
因
果
的
に
分
析
し
た
り
す
る
こ
と
が
不
可
能

で
あ
っ
て
、「
熟
達
し
た
実
践
」
の
発
見
と
記
述
は
科
学
と
は
無
縁
の
観
察
者
の
技
巧
artに
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
A
rcherに
よ
る
批
判
の
要
点
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
こ
の
批
判
は
妥
当
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
A
rcherに
よ
る
二
重
性
概
念
へ
の
批
判
の
論
法
が
、
か
つ
て
の
旧
制
度
派
経
済
学
の
研
究

を
主
流
派
経
済
学
が
斥
け
た
論
法(
)と
同
一
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
旧
制
度
派
経
済
学
は
慣
習
habitに
根
ざ
し
た
個

37
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人
の
行
動
が
制
度
institution
を
形
成
す
る
ル
ー
プ
と
し
て
社
会
を
把
握
す
る
こ
と

を
試
み
た
。
こ
れ
に
対
抗
し
て
当
時
の
主
流
派
経
済
学
は
、
慣
習
な
ど
と
い
う
経
験

科
学
的
に
観
察
す
る
こ
と
の
困
難
な
事
象
に
依
拠
し
て
い
る
限
り
、「
記
述
的
で
は

あ
っ
て
も
非
理
論
的
」
な
研
究
し
か
で
き
な
い
、
と
い
っ
て
斥
け
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
旧
制
度
派
経
済
学
の
制
度
に
関
す
る
説
明
図
式
は
図
3
の
よ
う
に
描
く
こ
と

が
で
き
る(
)。
こ
の
よ
う
に
整
理
す
れ
ば
直
ち
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
旧
制
度
派
経
済

38

学
は
、
Giddensの
二
重
性
概
念
と
共
通
す
る
発
想
に
基
づ
い
て
社
会
を
説
明
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
慣
習
、
し
き
た
り
、
文
化
な
ど
の
形
で
制
度
の
な
か
に
貯
蔵
さ
れ

た
知
識
に
準
拠
し
て
、
個
人
が
的
確
な
行
為
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
制
度
と
個
人
の

相
互
的
構
成
の
ル
ー
プ
が
継
続
し
て
い
く
、
と
い
う
の
が
旧
制
度
学
派
の
社
会
像
で

あ
る
。
制
度
に
貯
蔵
さ
れ
た
知
識
を
引
き
出
し
つ
つ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
制
度
を

再
生
産
す
る
も
の
と
し
て
旧
制
度
派
経
済
学
が
注
目
し
た
「
慣
習
な
ど
に
根
ざ
し
た

行
為
」
と
は
、
構
造
化
理
論
に
お
け
る
「
熟
達
し
た
行
為
者
の
社
会
的
実
践
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

確
か
に
「
熟
達
し
た
行
為
者
の
社
会
的
実
践
」
に
関
し
て
旧
制
度
派
経
済
学
が
残

し
た
理
論
的
考
察
は
完
成
度
の
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
制
度
論
的
な
社

会
理
論
は
現
在
、
経
済
学
の
み
な
ら
ず
、
社
会
学
、
組
織
論
、
政
治
学
な
ど
、
様
々
な

学
問
領
域
で
復
興
を
遂
げ
て
い
る
。「
熟
達
し
た
行
為
者
の
社
会
的
実
践
」
を
科
学

構造化理論から知識の社会学へ（一）
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的
に
分
析
す
る
試
み
が
様
々
な
学
問
領
域
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
構
造
化
理
論
の
影
響
を
受
け
た

Giddens以
後
の
社
会
学
理
論
の
世
界
で
は
、
制
度
あ
る
い
は
構
造
の
な
か
に
知
識
が
貯
蔵
さ
れ
た
り
、
貯
蔵
さ
れ
た
知
識
が
相
互

行
為
の
な
か
で
実
践
さ
れ
た
り
す
る
仕
組
み
を
解
明
す
る
た
め
の
学
術
的
な
探
求
が
出
現
し
、
｢知
識
の
社
会
学
｣と
し
て
整
理
す
る

こ
と
も
可
能
な
研
究
動
向
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
る(
)。
こ
の
動
向
は
お
そ
ら
く
は
A
rcherが
示
唆
す
る
よ
う
な
非
科
学
的
な
ア
ー
ト

39

の
レ
ベ
ル
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

二
・
三
・
二

ム
ツ
ェ
リ
ス
に
よ
る
批
判

Giddensの
二
重
性
概
念
を
批
判
し
た
も
う
一
人
の
社
会
学
者
が
M
ouzelisで
あ
る
。
M
ouzelisは
構
造
と
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー

の
関
係
に
つ
い
て
、
ま
ず
言
語
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
、
以
下
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る(
)。
40

言
語
規
則
に
対
す
る
ア
ク
タ
ー
の
行
為
と
し
て
は
、
生
活
者
が
日
常
言
語
を
実
践
す
る
こ
と
で
、
そ
の
言
語
を
再
生
産
す
る
と
い

う
場
合
だ
け
で
な
く
、
言
語
学
者
が
特
定
言
語
の
言
語
規
則
を
理
論
的
に
研
究
す
る
場
合
が
あ
る
。
前
者
の
場
合
、
言
語
規
則
と
い

う
構
造
と
ア
ク
タ
ー
の
行
為
と
の
関
係
を
二
重
性
duality
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
る
こ
と
は
適
切
だ
が
、
後
者
の
場
合
は
、
構
造

と
行
為
の
関
係
は
主
体
・
客
体
の
二
元
的
関
係
と
し
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
言
語
規
則
と
発
話
者
の
関
係
に
関
す
る
第

三
の
タ
イ
プ
と
し
て
は
、
特
定
言
語
を
保
存
し
た
り
、
外
国
語
の
影
響
を
排
除
し
た
り
す
る
た
め
に
、
言
語
規
則
に
関
し
て
戦
略
的

に
監
視
し
な
が
ら
発
話
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
あ
る
。
こ
の
場
合
も
言
語
規
則
と
い
う
構
造
と
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
発
話
行
為

と
の
関
係
は
、
主
体
・
客
体
の
二
元
的
な
関
係
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。

「
も
ち
ろ
ん
Giddensは
、
ア
ク
タ
ー
が
言
語
規
則
に
対
し
て
理
論
的
で
戦
略
的
・
監
視
的
志
向
性
を
採
用
す
る
こ
と
が
あ
る
こ

と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
事
実
彼
は
日
常
的
な
言
語
実
践
の
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
の
言
語
の
再
生
産
と
、
あ
る
言
語
を
生
か
し
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て
い
く
た
め
の
意
図
的
な
試
み
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
私
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
言
語
の
復
活
に
向
け
た
意
図
的
な
試
み
を

支
え
て
い
る
志
向
性
を
構
造
の
二
重
性
と
い
う
図
式
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
戦
略
的
で
監
視
的
な
志

向
性
は
明
ら
か
に
主
体
と
客
体
の
二
元
性
subject/objectdualism
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
場
合
、
主
体
と

し
て
の
ア
ク
タ
ー
は
規
則
に
対
し
て
、
戦
略
的
な
介
入
を
必
要
と
す
る
社
会
的
な
客
体
と
し
て
眺
め
る
た
め
に
一
定
の
距
離
を
と
っ

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
ア
ク
タ
ー
は
規
則
と
資
源
を
、
そ
れ
ら
の
実
践
を
通
じ
て
（
媒
体
・
結
果
図
式
を
通
じ
て
）

再
生
産
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
規
則
と
資
源
を
、
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
維
持
し
た
り
変
容
さ
せ
た

り
す
る
こ
と
に
向
け
て
戦
略
を
凝
ら
す
た
め
に
、
そ
う
し
た
規
則
と
資
源
か
ら
自
ら
一
定
の
距
離
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
生
産
す

る
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
常
に
真
剣
に
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」(
)
41

M
ouzelisは
さ
ら
に
、
構
造
（
＝
規
則
と
資
源
）
と
行
為
の
関
係
を
個
人
レ
ベ
ル
と
集
団
レ
ベ
ル
に
区
別
し
て
、
二
重
性
の
概
念

は
、
集
団
的
な
行
為
に
お
い
て
は
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
Giddensの
議
論
が
こ
の
点
で
も
不
充
分
な
も
の
で
あ
る

と
の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。

「
殆
ど
の
場
合
に
お
い
て
、
日
常
生
活
の
ル
ー
テ
ィ
ン
の
な
か
に
い
る
非
専
門
人
は
主
と
し
て
実
践
的
な
や
り
方
で
規
則
と
資
源

に
関
わ
り
、
規
則
と
資
源
を
理
論
化
す
る
時
間
も
志
向
も
な
い
し
、
戦
略
的
な
介
入
を
通
じ
て
規
則
と
資
源
の
全
体
的
状
態
に
影
響

を
与
え
る
力
も
持
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
非
専
門
人
が
日
々
の
実
存
に
お
い
て
規
則
と

資
源
に
対
す
る
戦
略
的
で
監
視
的
な
志
向
性
を
括
弧
に
入
れ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
真
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
分
析
の
焦
点

が
個
人
の
行
為
か
ら
集
団
の
行
為
に
移
る
と
き
、
ミ
ク
ロ
の
行
為
か
ら
マ
ク
ロ
の
行
為
に
移
る
と
き
、
理
論
的
で
は
な
い
か
も
し
れ

な
い
が
少
な
く
と
も
戦
略
的
・
監
視
的
な
観
点
が
ま
す
ま
す
前
面
に
出
現
し
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
も
真
実
だ
ろ
う
。」(
)
42

そ
う
し
た
観
点
か
ら
婚
姻
に
関
す
る
規
則
と
資
源
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
以
下
の
よ
う
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
婚
姻
関
係
は
、
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日
常
生
活
の
な
か
に
い
る
個
々
の
夫
や
妻
に
と
っ
て
は
、
ル
ー
チ
ン
化
さ
れ
た
行
為
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
規
則
と
資

源
を
媒
体
と
し
て
日
常
的
に
婚
姻
に
関
わ
る
行
為
が
実
践
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
規
則
と
資
源
が
再
生
産
さ
れ
て
い
る
。
個
人
レ
ベ

ル
で
の
婚
姻
に
関
わ
る
行
為
に
関
し
て
は
、
構
造
と
行
為
の
二
重
性
と
い
う
観
点
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
婚
姻
に

関
す
る
規
則
と
資
源
に
関
し
て
、
こ
れ
を
保
守
し
た
り
変
容
さ
せ
る
、
と
い
う
観
点
か
ら
戦
略
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
集
団
的
な
ア

ク
タ
ー
（
女
性
の
権
利
拡
張
を
目
指
す
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
グ
ル
ー
プ
、
伝
統
的
な
家
族
の
価
値
を
称
揚
す
る
宗
教
的
リ
ー
ダ
ー
た
ち
、

離
婚
や
中
絶
に
適
用
さ
れ
る
規
則
を
変
容
さ
せ
よ
う
と
す
る
法
律
家
た
ち
、
遺
産
に
つ
い
て
の
ル
ー
ル
を
再
考
し
て
い
る
財
務
官
僚

た
ち
な
ど
）
が
存
在
す
る
。
彼
ら
・
彼
女
ら
の
行
為
と
婚
姻
に
関
す
る
規
則
と
資
源
と
の
関
係
は
二
重
性
で
は
な
く
、
主
体
・
客
体

の
二
元
性
の
関
係
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
二
元
性
に
代
え
て
二
重
性
を
、
と
い
う
Giddensの
議
論
を
以
下
の
よ

う
に
批
判
す
る
。

「
も
し
Giddensに
な
ら
っ
て
主
体
・
客
体
の
二
元
論
を
社
会
学
の
議
論
に
お
い
て
禁
止
す
る
な
ら
、
制
度
的
な
秩
序
が
い
か
に

し
て
再
生
産
さ
れ
変
容
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
き
わ
め
て
不
完
全
な
説
明
を
与
え
る
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
で
は
ま
る
で
、
複
雑
な
建
造
物
の
建
築
を
、
も
っ
ぱ
ら
個
々
の
れ
ん
が
工
の
ル
ー
テ
ィ
ン
な
活
動
だ
け
に
集
中
し
、

設
計
士
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
、
管
理
者
、
労
働
組
合
指
導
者
な
ど
を
無
視
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。」(
)
43

二
・
三
・
三

ス
ト
ー
ン
ズ
に
よ
る
二
重
性
概
念
の
強
化
・
拡
張

以
上
の
よ
う
な
M
ouzelisに
よ
る
Giddens批
判
を
踏
ま
え
、
こ
れ
を
一
層
精
密
に
考
察
し
直
す
こ
と
で
、
二
重
性
概
念
の
意

味
を
強
化
・
拡
張
す
る
こ
と
を
試
み
た
の
が
、
Stones(2005)で
あ
る
。

Stonesは
構
造
と
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
関
係
に
関
連
し
て
、
日
常
的
に
構
造
を
ご
く
自
然
に
受
け
入
れ
て
行
為
を
繰
り
返
す
中
で
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構
造
が
再
生
産
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
行
為
者
が
構
造
に
対
し
て
距
離
を
と
っ
て
熟
慮
し
な
が
ら
関
わ
る
こ
と
で
構
造
が
再
生
産

さ
れ
た
り
変
容
さ
れ
た
り
す
る
場
合
も
あ
り
、両
者
を
区
別
し
て
考
え
る
必
要
性
が
あ
る
、と
い
う
M
ouzelisの
主
張
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
問
題
な
く
承
認
し
た
。
だ
が
、
前
者
の
タ
イ
プ
の
構
造
と
行
為
の
関
係
に
つ
い
て
だ
け
に
Giddensの
二
重
性
概
念
の
適
用

範
囲
を
縮
小
さ
せ
、
後
者
の
タ
イ
プ
の
構
造
と
行
為
の
関
係
に
関
し
て
は
、
主
体
と
し
て
の
行
為
者
・
客
体
と
し
て
の
構
造
と
い
う

二
元
論
の
立
場
で
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
、
M
ouzelisの
主
張
に
対
し
て
は
こ
れ
を
断
固
拒
否
し
て
、
あ
く
ま
で
も
二
重
性

の
概
念
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
。
構
造
と
行
為
の
関
係
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
こ
と
を
承
認
し
つ
つ
、
あ
く
ま
で
も
二
重
性
概

念
を
擁
護
す
る
に
あ
た
っ
て
、
Stonesが
立
て
た
論
法
は
、
社
会
を
構
成
す
る
行
為
と
構
造
と
の
関
係
を
、「
当
た
り
前
の
こ
と
と
し

て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
二
重
性
」
taken-for-granted
duality
と
「
批
判
的
で
自
省
的
な
二
重
性
」
criticaland
reflexive

duality）
と
い
う
二
つ
の
タ
イ
プ
の
二
重
性
に
よ
っ
て
説
明
す
る
論
法
で
あ
る
。
そ
し
て
よ
り
大
事
な
点
は
、
Stonesが
両
者
の
中

間
に
は
様
々
な
段
階
が
あ
り
、
構
造
と
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
taken-for-granted
duality
と
criticalre-

flexive
duality
を
両
極
と
す
る
連
続
体(
)の
な
か
で
理
解
す
る
視
点
を
打
ち
出
す
こ
と
で
、
Giddensの
構
造
化
理
論
を
一
層
強
靭

44

な
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

二
重
性
概
念
の
適
用
範
囲
を
縮
小
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
二
重
性
の
連
続
体
と
い
う
概
念
に
こ
だ
わ
る
こ
と
で
Stonesは
何
を
主

張
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
筆
者
の
理
解
に
基
づ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
も
し
Giddensの
二
重
性
概
念
に
対
す
る

M
ouzelis
の
批
判
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
、
そ
の
適
用
範
囲
を
縮
小
さ
せ
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
二
つ
の
意
味
で

Giddensの
構
造
化
理
論
の
社
会
理
論
と
し
て
の
価
値
を
根
底
か
ら
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
一
に
は
、
行
為
と
構
造
の
二
重
性
概
念
は
日
常
の
あ
り
き
た
り
な
局
面
お
い
て
し
か
通
用
せ
ず
、
構
造
の
二
重
性
と
は
、
行
為

者
が
無
自
覚
に
繰
り
返
し
て
い
る
日
常
的
な
行
為
に
よ
っ
て
構
造
が
再
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
理
論
に
過
ぎ
な
い
の
だ
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と
し
た
ら
、
そ
の
意
義
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
ミ
ク
ロ
社
会
学
的
な
日
常
的
世
界
に
関
す
る
一
つ
の
気
の
き
い
た
洞
察
と
い
う
程

度
の
も
の
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
Giddensに
よ
れ
ば
日
常
的
行
為
に
よ
る
社
会
構
造
の
再
生
産
は
行
為
者
の
知
識
能
力
に

支
え
ら
れ
た
能
動
的
な
実
践
で
あ
り
、
こ
う
し
た
知
識
能
力
は
行
為
者
が
社
会
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
知
識
能
力
は
人
間
の
社
会
的
行
為
の
す
べ
て
の
局
面
に
浸
透
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
二
重
性
の
概
念
を
社
会
の
す
べ
て

の
局
面
を
貫
く
連
続
体
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
に
は
、
日
常
世
界
を
離
れ
た
人
間
や
そ
の
集
団
に
関
し
て
は
、
行
為
と
構
造
の
関
係
を
主
体
・
客
体
の
二
元
的
関
係
と
し
て

把
握
し
よ
う
と
す
る
M
ouzelisの
命
題
を
容
認
し
て
し
ま
う
と
、
構
造
に
対
し
て
批
判
的
で
自
省
的
な
姿
勢
で
対
峙
す
る
こ
と
が

で
き
、
さ
ら
に
は
こ
れ
を
意
識
的
に
変
容
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
主
意
主
義
的
な
人
間
像
に
行
き
着
い
て
し
ま
い
、
構
造
化
理
論
の

主
張
は
根
本
か
ら
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
批
判
的
で
反
省
的
な
意
識
は
常
に
意
図
せ
ざ
る
帰
結
に
制
約
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
構
造
化
理
論
の
基
本
命
題
に
よ
っ
て
、
M
ouzelisの
命
題
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
批
判
的
で
自
省
的
な
行
為
に

よ
っ
て
構
造
を
意
識
的
に
作
り
変
え
て
い
こ
う
と
す
る
志
向
性
を
人
間
や
人
間
の
集
団
が
発
揮
し
て
、
そ
の
こ
と
が
あ
る
程
度
成
功

す
る
よ
う
な
局
面
が
歴
史
に
お
い
て
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
Stonesが
示
唆
す
る
よ
う
に
、
二
重
性
の
連
続
体
の
な

か
の
一
つ
の
極
限
的
な
場
面
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
検
討
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
Stonesの
所
論
は
、
M
ouzelisの
Giddens批
判
を
検
討
す
る
中
か
ら
二
重
性
の
連
続

体
と
い
う
発
想
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
二
重
性
概
念
の
強
化
・
拡
張
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
重
性
の
連
続
体
と

い
う
考
え
方
は
、
Giddensの
行
為
主
体
の
理
論
に
お
け
る
論
述
意
識
と
実
践
意
識
の
相
互
浸
透
と
い
う
、
次
節
で
取
り
上
げ
る
重

要
な
論
点
と
も
整
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
重
性
の
連
続
体
、
論
述
意
識
と
実
践
意
識
の
相
互
浸
透
と
い
う
発
想
は
、
｢知
識
の
社
会

学
｣を
構
想
し
て
い
く
上
で
の
根
本
概
念
と
な
る
も
の
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
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｢二
重
性
｣概
念
の
検
討
に
つ
い
て
は
以
上
で
充
分
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
論
考
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
二
重
性
の
観
点
を
打

ち
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
主
体
性
お
よ
び
構
造
に
関
す
る
Giddensの
概
念
構
成
は
従
来
に
は
な
い
独
創
的
な
も
の
と
な
っ

た
。
こ
の
点
は
ど
う
や
ら
ポ
ス
ト
ギ
デ
ン
ズ
の
議
論
の
中
で
も
継
承
さ
れ
、
発
展
を
続
け
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
続
い
て

行
為
主
体
性
と
構
造
に
関
す
る
考
察
に
順
次
進
ん
で
行
こ
う
。

三

行
為
主
体
性

三
・
一

定
義

構
造
化
理
論
と
は
、
構
造
structure
と
行
為
主
体
性
agency
と
の
再
帰
的
な
相
互
的
構
成
の
サ
イ
ク
ル
（
＝
構
造
化
の
サ
イ
ク

ル
）
と
い
う
観
点
を
軸
に
社
会
を
説
明
す
る
理
論
で
あ
る
。
再
帰
的
な
相
互
構
成
の
両
輪
に
お
け
る
一
方
の
主
役
で
あ
る
行
為
主
体

性
agency
に
関
す
る
理
論
を
構
築
す
る
う
え
で
、
Giddensは
西
欧
社
会
科
学
に
お
け
る
主
体
subjectお
よ
び
行
為
主
体
hu-

m
an
agentを
主
題
と
し
た
二
つ
の
理
論
的
潮
流
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
Giddensは
、
一
方
に
お
い

て
、
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
そ
の
影
響
下
に
あ
る
行
為
の
哲
学
、
現
象
学
的
社
会
学
、
M
ead
に
始
ま
る
象
徴
的
相
互
行
為

論
な
ど
、
一
連
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の
行
為
主
体
の
理
論
は
、
構
造
や
制
度
に
関
す
る
分
析
を
取
り
入
れ
た
り
、
社
会
的
な
因

果
性
socialcausality
を
説
明
し
た
り
す
る
こ
と
に
失
敗
し
て
き
た
と
す
る(
)。
Giddensは
他
方
、
構
造
主
義
、
規
範
的
機
能
主
義

45

な
ど
に
お
け
る
主
体
の
扱
い
に
関
し
て
は
、「
主
体
に
対
す
る
客
体
の
優
位
、
行
為
に
対
す
る
構
造
の
優
位
と
い
う
点
で
類
似
」(
)し
て

46

い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
A
lthusserの
構
造
主
義
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
が
描
く
行
為
主
体
agentの
像
に
対
し
て
は
「
構
造
中
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毒
者
」
structuraldopes、
Parsons
の
規
範
的
機
能
主
義
の
理
論
が
描
く
行
為
者
actor
の
像
に
対
し
て
は
「
文
化
中
毒
者
」

culturaldopesと
い
う
汚
名
を
浴
び
せ(
)、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
過
剰
に
社
会
化
さ
れ
て
主
体
性
を
喪
失
し
た
現
実
離
れ
し

47

た
人
間
像
を
想
定
す
る
に
至
っ
て
い
る
、
と
批
判
し
て
い
る
。
Giddensは
以
上
二
つ
の
理
論
潮
流
の
対
立
関
係
を
行
為
主
体
性
に

関
す
る
「
主
意
主
義
対
決
定
論
」(
)と
し
て
と
ら
え
、
自
ら
の
行
為
主
体
性
に
関
す
る
議
論
を
、
主
意
主
義
と
決
定
論
の
双
方
に
現
れ

48

て
い
る
弱
点
を
と
も
に
克
服
す
る
方
向
で
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

Giddensに
よ
る
先
行
理
論
に
対
す
る
批
判
的
な
テ
ク
ス
ト
解
読
は
、そ
れ
自
体
が
示
唆
に
富
む
豊
か
な
発
想
を
含
ん
で
い
る
が
、

こ
の
論
考
で
は
テ
キ
ス
ト
解
読
の
部
分
に
は
深
入
り
す
る
こ
と
な
く
、
Giddens自
身
が
行
為
主
体
性
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
概

念
を
用
い
て
ど
の
よ
う
な
理
論
の
構
想
を
行
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う(
)。
49

構
造
化
理
論
に
お
け
る
行
為
お
よ
び
行
為
主
体
性
の
定
義
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
行
わ
れ
て
い
る
。

「
私
は
行
為
action
な
い
し
行
為
主
体
性
agency
を
世
界
内
の
事
象
の
継
続
す
る
過
程
に
対
し
て
、
身
体
を
持
っ
た
存
在
cor-

porealbeingsが
能
動
的
に
あ
る
い
は
熟
慮
の
う
え
で
因
果
的
に
介
入
し
て
い
く
流
れ
と
し
て
定
義
し
た
い
。」(
)
50

き
わ
め
て
簡
潔
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
前
項
で
取
り
上
げ
た
Giddens理
論
の
生
命
線
で
あ
る
二
重
性
概
念
と
の
関
係
で
、
こ
の

定
義
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
説
明
を
加
え
て
い
く
こ
と
で
、
Giddensの
行
為
主
体
性
に
関
す
る
議
論
が
何
を
目
指
し
て
い
る
の
か

を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
第
一
に
は
、「
継﹅

続﹅

す﹅

る﹅

過﹅

程﹅

に﹅

対﹅

し﹅

て﹅

介
入
し
て
い
く
流﹅

れ﹅

」
と
い
う
部
分
は
、

Giddensが
人
間
の
行
為
を
構
造
化
サ
イ
ク
ル
の
な
か
で
、
構
造
を
再
生
産
す
る
も
の
と
し
て
、
経
時
的
に
把
握
す
る
観
点
を
重
視

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
経
時
的
に
継
続
さ
れ
る
行
為
の
流
れ
の
な
か
か
ら
、
特
定
時
点
を
切
り
出
し
て
観
察
す
る
場
合
の

対
象
を
Giddensは
行
動
actsと
呼
ん
で
行
為
と
は
区
別
し
て
い
る
。
Giddensの
構
造
化
理
論
の
な
か
で
行
為
主
体
性
の
概
念

が
占
め
る
位
置
を
理
解
す
る
う
え
で
、
行
動
と
行
為
の
区
別
は
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
構
造
が
再
生
産
さ
れ
る
の
は
行
動
が
加
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算
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
人
間
の
行
為
主
体
性
に
よ
る
構
造
の
再
生
産
や
変
容
は
、
行
為
者

の
即
興
芸
im
provisation
の
よ
う
な
一
瞬
の
行
動
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
お
よ
び
他
者
の
状
況
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
な
が
ら

「
継﹅

続﹅

す﹅

る﹅

過﹅

程﹅

に﹅

対﹅

し﹅

て﹅

介
入
し
て
い
く
流﹅

れ﹅

」
と
し
て
行
為
を
続
け
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、「
世
界
内
の
事
象
に
対
す
る
因
果
的
な
介
入
」
と
い
う
こ
と
で
Giddensが
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
人
間
の
行

為
が
社
会
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
行
為
こ
そ
が
社
会
を
変
容
さ
せ
る
契
機
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ

の
点
に
関
連
し
て
Giddensは
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
行
為
が
行
為
で
あ
る
の
は
、
既
存
の
状
態
や
出
来
事
の
進
行
に
対
し

て
個
人
が
‚
差
異
を
作
り
出
す
‘
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
行
為
主
体
は
、も
し
‚
差
異
を
作
り
出
す
‘
能
力
、

す
な
わ
ち
何
ら
か
の
種
類
の
権
力
を
失
う
な
ら
、
も
は
や
行
為
主
体
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
」(
)権
力
概
念
に
言
及
す
る
こ
と
で
、

51

Giddensは
こ
れ
ま
で
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の
行
為
主
体
の
理
論
に
欠
け
て
い
た
社
会
的
な
制
度
や
構
造
と
の
関
係
で
行
為
を

論
ず
る
視
点
を
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

第
三
に
は
、「
身
体
を
も
っ
た
存
在
corporealbeings」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
Giddensは
世
界
内
へ
の
介
入
に
さ
い
し
て

個
体
と
し
て
の
人
間
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
本
質
的
な
制
約
条
件
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て

G
iddens
は
、
H
eidegger
の
存
在
論
の
強
い
影
響
の
も
と
で
時
間
地
理
学
と
呼
ば
れ
る
独
自
の
社
会
理
論
を
展
開
し
た

H
aegerstrand
の
研
究
成
果
に
依
拠
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
点
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
①
人
間
的
身
体
の
個
体
性
に
よ
っ
て

課
せ
ら
れ
る
運
動
能
力
や
認
識
能
力
の
限
界
、
②
「
死
に
向
か
う
存
在
」
と
し
て
の
個
体
の
生
の
時
間
的
有
限
性
、
つ
ま
り
時
間
は

個
々
の
行
為
者
に
と
っ
て
希
少
資
源
で
あ
る
こ
と
、
③
同
時
に
二
つ
以
上
の
タ
ス
ク
に
参
加
で
き
な
い
と
い
う
制
約
、
④
空
間
的
移

動
は
同
時
に
時
間
的
移
動
で
も
あ
る
こ
と
、
⑤
二
つ
の
人
間
の
身
体
が
同
時
に
同
一
空
間
を
占
有
で
き
な
い
こ
と(
)。
こ
れ
ら
五
項
目

52

が
、
行
為
主
体
性
が
構
造
を
再
生
産
す
る
さ
い
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
存
在
論
的
な
制
約
条
件
で
あ
る
。
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第
四
に
は
、「
能﹅

動﹅

的﹅

な﹅

あ﹅

る﹅

い﹅

は﹅

熟﹅

慮﹅

を﹅

持﹅

っ﹅

た﹅

（
介
入
）」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て

Giddensが
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
構
造
化
サ
イ
ク
ル
に
お
い
て
行
為
主
体
が

有
す
る
「
知
識
能
力
」
know
ledgeability
が
果
た
す
重
要
な
役
割
に
つ
い
て
で
あ
る
。

『
社
会
の
構
成
』
の
用
語
解
説
に
お
い
て
Giddensが
示
し
た
知
識
能
力
に
つ
い
て
の
説

明
は
、「
言
葉
で
表
現
で
き
る
知
識
だ
け
で
な
く
、
暗
黙
的
な
知
識
も
含
め
て
、
行
為
者
が
、

彼
ら
の
行
為
を
生
産
し
、
再
生
産
す
る
さ
い
に
引
用
す
る
、
彼
ら
と
他
者
を
取
り
巻
く
状

況
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
す
べ
て
の
こ
と
」(
)と
な
っ
て
い
る
。
能
力
の
定
義
と
し
て
読
む

53

に
は
や
や
わ
か
り
に
く
い
表
現
で
は
あ
る
が
、
要
す
る
に
こ
の
よ
う
な
知
識
を
保
有
し
、

状
況
に
応
じ
て
そ
れ
を
運
用
で
き
る
こ
と
を
｢知
識
能
力
｣と
解
釈
し
て
お
け
ば
間
違
い
が

な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
行
為
の
生
産
と
再
生
産
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る
「
自
ら

及
び
他
者
を
取
り
巻
く
状
況
に
関
す
る
知
識
」
と
は
こ
れ
ら
の
行
為
の
媒
体
と
な
る
構
造

に
関
す
る
知
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
行
為
主
体
が
世
界
内
事
象
に
対
し
て
「
能﹅

動﹅

的﹅

な﹅

あ﹅

る﹅

い﹅

は﹅

熟﹅

慮﹅

を﹅

持﹅

っ﹅

た﹅

」
因
果
的
介
入
を
行
う
と
は
、
上
の
よ
う
な
意
味
で
の
知
識
能
力

を
活
用
し
て
構
造
を
感
受
し
、
そ
れ
を
引
用
し
て
い
く
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
Giddensの
行
為
主
体
性
に
関
す
る
理
論
は
、
身
体
的
存
在
と
し
て

の
制
約
条
件
下
に
あ
る
知
識
能
力
を
持
っ
た
行
為
者
が
、
時
間
の
経
過
の
な
か
で
、
彼
ら

を
取
り
巻
く
構
造
を
感
受
し
て
、
そ
れ
を
引
用
し
な
が
ら
行
為
を
続
け
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
世
界
内
の
事
象
に
因
果
的
に
介
入
し
て
い
く
経
路
を
説
明
す
る
図
式
で
あ
る
と
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い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
Giddensは
、
以
上
の
よ
う
な
議
論
に
加
え
て
、
行
為
の
階
層
モ
デ
ル
と
呼
ば
れ
る
図
式
（
図
4
）
を
示
し

て
、
自
ら
の
行
為
理
論
に
つ
い
て
さ
ら
に
高
度
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

こ
の
図
式
に
よ
っ
て
Giddensは
行
為
理
論
に
関
し
て
さ
ら
に
二
つ
の
独
自
の
論
点
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
第
一
の
論
点
は
、

「
行
為
に
関
す
る
再
帰
的
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」、「
行
為
の
合
理
化
」、「
行
為
の
動
機
付
け
」
と
い
う
三
つ
に
分
岐
し
た
「
行
為
の
階
層

性
」
と
い
う
論
点
で
あ
り
、
第
二
の
論
点
は
、「
認
知
さ
れ
て
い
な
い
条
件
」
の
も
と
で
の
行
為
が
「
意
図
せ
ざ
る
帰
結
」
を
も
た
ら

し
、
そ
の
意
図
せ
ざ
る
帰
結
が
次
の
行
為
へ
の
認
知
さ
れ
な
い
条
件
と
し
て
次
の
時
点
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
「
行
為
に

お
け
る
条
件
と
帰
結
の
循
環
」に
関
す
る
論
点
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
論
点
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

三
・
二

行
為
の
階
層
性
に
つ
い
て

Giddensは
図
4
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
行
為
(活
動
)に
関
す
る
再
帰
的
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」、「
行
為
の
合
理
化
」、「
行
為
の
動
機

付
け
」
と
い
う
三
つ
の
階
層
に
よ
っ
て
行
為
を
説
明
す
る
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
階
層
の
な
か
で
、「
行
為
(活
動
)

に
関
す
る
再
帰
的
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
「
行
為
の
合
理
化
」
は
、
前
者
が
後
者
を
背
景
と
し
て
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
作
用
す

る
、
と
い
う
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
Giddensに
よ
れ
ば
、「
行
為
(活
動
)
に
関
す
る
再
帰
的
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
は
「
毎
日
の
行
為

の
慢
性
的
な
側
面
で
あ
り
、
本
人
の
み
な
ら
ず
他
者
の
行
動
を
も
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
は
自
ら
の
行
為
の
流
れ
を
継

続
的
に
監
視
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
他
者
も
ま
た
自
ら
の
行
為
に
対
し
て
同
じ
よ
う
に
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。」(
)他
方
、

54

「
行
為
の
合
理
化
」
と
は
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
す
る
の
か
を
理
由
付
け
に
よ
っ
て
説
明
す
る
行
為
主
体
の
能
力
」(
)の
こ
と
で
あ
る
。

55

行
為
者
は
行
為
の
合
理
化
を
通
じ
て
自
他
に
向
け
て
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
に
準
拠
し
て
、
自
ら
の
行
為
に
対
し
て
継
続
的
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な
再
帰
的
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
う
の
で
あ
る
。

他
方
、
行
為
の
三
つ
の
階
層
の
な
か
で
一
番
底
に
位
置
す
る
行
為
の
動
機
付
け

と
い
う
階
層
は
、
日
常
的
な
行
為
の
な
か
で
は
発
現
す
る
こ
と
な
く
潜
在
し
て
い

る
階
層
で
あ
り
、
通
常
は
再
帰
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
合
理
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
な

か
に
入
り
込
ん
で
く
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
Giddensは
次
の
よ
う

に
説
明
す
る
。「
動
機
付
け
は
、
再
帰
的
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
合
理
化
の
よ
う
に
、
行

為
の
継
続
性
と
直
接
的
に
密
着
し
て
い
な
い
。
…
…
動
機
は
相
対
的
に
非
日
常
的

な
状
況
、
つ
ま
り
何
ら
か
の
仕
方
で
ル
ー
テ
ィ
ン
が
破
ら
れ
た
状
況
に
お
い
て
の

み
、
行
為
に
対
し
て
直
接
的
な
影
響
を
も
た
ら
す
傾
向
が
あ
る
。
大
部
分
の
状
況

に
お
い
て
、
動
機
は
計
画
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
て
い
る
。」(
)
56

Giddensは
以
上
の
よ
う
な
「
行
為
の
階
層
理
論
」
の
構
想
に
関
連
し
て
、
心
理

学
的
な
観
点
か
ら
の
考
察
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
補
強
に
努
め
て
い
る
。

そ
れ
が
「
意
識
の
階
層
理
論
」
で
あ
る
（
図
5
）。
意
識
の
階
層
理
論
に
お
け
る
三

つ
の
階
層
で
あ
る
論
述
意
識
discursive
consciousness、
実
践
意
識
practical

consciousness、
無
意
識
の
動
機
・
認
知
unconsciousm
otives/cognition
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、
先
の
行
為
の
階
層
理
論
に
お
け
る
「
合
理
化
」、「
再
帰
的
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
」、「
動
機
づ
け
」
と
い
う
三
つ
の
階
層
と
お
お
む
ね
対
応
し
て
い
る(
)。
57

意
識
の
階
層
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
論
述
意
識
と
実
践
意
識
は
相
互
に
浸
透
し
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合
う
密
接
な
関
係
に
あ
る
（
図
5
の
双
方
向
の
矢
印
）
が
、
こ
れ
ら
は
と
も
に
、
無
意
識
と
は
明
確
に
一
線
を
画
し
て
い
る
と
の
理

解
が
示
さ
れ
て
い
る
（
図
5
の
二
重
線
に
よ
る
区
分
）。
論
述
意
識
と
は
「
と
り
わ
け
自
分
自
身
の
行
為
の
条
件
を
含
む
、
社
会
的
条

件
に
つ
い
て
、
話
す
こ
と
な
い
し
言
語
表
現
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
物
事
、
す
な
わ
ち
、
論
述
的
な
形
態
を
と
る
知

識
(に
関
す
る
意
識
)」
(
)で
あ
る
。
他
方
、実
践
意
識
と
は「
と
り
わ
け
自
分
自
身
の
行
為
の
条
件
を
含
む
社
会
的
条
件
に
つ
い
て
知
っ

58

て
い
た
り
確
信
し
て
い
た
り
す
る
け
れ
ど
も
、
論
述
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
物
事
（
に
関
す
る
意
識
）」
で
あ
る(
)。
59

別
の
箇
所
で
の
実
践
意
識
の
説
明
に
お
い
て
、
Giddensが
M
ichaelPolanyiの
「
暗
黙
知
」
に
言
及
し
て
い
る(
)こ
と
か
ら
示
唆
さ

60

れ
る
よ
う
に
、
論
述
意
識
と
実
践
意
識
の
区
分
は
、
Polanyiの
区
分
に
従
え
ば
、
前
者
が
形
式
知
に
関
わ
る
意
識
、
後
者
が
暗
黙
知

に
関
わ
る
意
識
に
相
当
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る(
)。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
区
分
は
H
ayek
の
い
う
論
述
内
容
の
知
識
know
ing

61

w
hatと
遂
行
方
法
の
知
識
know
ing
how
と
い
う
区
分
と
も
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る(
)。
62

他
方
、
無
意
識
に
関
す
る
Giddensの
説
明
は
あ
ま
り
充
分
と
は
い
え
な
い
。
と
は
い
え
、
無
意
識
に
関
し
て
も
、
そ
れ
が
論
述

意
識
の
上
に
現
れ
る
こ
と
を
抑
圧
す
る
障
害
が
存
在
し
て
い
る
こ
と(
)、
無
意
識
が
介
在
す
る
こ
と
で
、
行
為
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の

63

認
知
さ
れ
な
い
条
件
が
負
荷
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
行
為
に
よ
る
意
図
せ
ざ
る
帰
結
が
発
生
す
る
こ
と(
)、
な
ど
、
知
識
の
社
会
学
を
構
想

64

し
て
い
く
う
え
で
極
め
て
示
唆
に
富
む
重
要
な
論
点
が
い
く
つ
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

Giddensに
よ
れ
ば
、
行
為
主
体
の
意
識
に
よ
る
諸
活
動
の
な
か
で
、
行
為
の
合
理
化
を
背
景
と
す
る
再
帰
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

活
動
を
通
じ
て
、
構
造
と
行
為
を
繋
げ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
枢
要
の
位
置
を
占
め
る
の
は
実
践
意
識
で
あ
る
。
実
践
意
識
と

は
、
人
間
の
行
為
を
社
会
構
造
と
の
関
係
で
合
理
的
に
方
向
付
け
て
い
く
意
識
で
あ
っ
て
、
論
述
的
に
明
示
さ
れ
る
知
識
と
深
く
浸

透
し
あ
い
な
が
ら
、
論
述
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
暗
黙
知
を
積
極
的
に
動
員
し
て
い
る
。

実
践
意
識
が
行
為
と
構
造
を
繋
げ
る
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
Giddensは
次
の
よ
う
な
説
明
を
与
え
て
い
る
。「
相
互
行
為
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を
生
産
し
、
再
生
産
す
る
さ
い
に
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
参
照
さ
れ
る
知
識
の
ス
ト
ッ
ク
は
、
同
時
に
、
ア
ク
タ
ー
が
自
ら
の
目
的
、

理
由
、
動
機
を
説
明
す
る
よ
う
な
場
合
に
提
供
さ
れ
る
資
源
で
も
あ
る
。
し
か
し
社
会
的
ア
ク
タ
ー
の
知
識
能
力
が
論
述
意
識
dis-

cursive
consciousnessと
い
う
形
で
活
用
さ
れ
る
の
は
一
部
分
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
ア
ク
タ
ー
の
潜
在
能
力
と
い
う
レ
ベ
ル
で

は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
構
造
特
性
は
、
実
践
意
識
practicalconsciousnessの
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ク
タ
ー

は
社
会
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
多
様
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
に
お
か
れ
て
も
、
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
い
く
べ
き
か
を
知
っ
て
い
る
。」(
)
65

以
上
の
よ
う
に
「
行
為
の
階
層
」
に
関
す
る
Giddensの
所
論
は
、「
意
識
の
階
層
」
と
の
整
合
性
と
い
う
点
で
説
明
が
不
充
分
で

曖
昧
な
論
点
を
残
し
て
い
る
。
無
意
識
の
階
層
に
潜
む
動
機
に
関
す
る
精
神
分
析
学
的
な
考
察
に
関
し
て
も
、
そ
の
全
体
像
が
理
解

で
き
る
よ
う
な
か
た
ち
で
充
分
説
得
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
為
の
階
層
理
論
を
展
開
す
る
こ

と
で
、
Giddensが
人
間
の
知
識
能
力
に
関
す
る
独
自
の
洞
察
を
さ
ら
に
先
に
進
め
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
点
は
特
記
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
Giddensの
構
造
化
理
論
に
お
い
て
は
、
先
の
実
践
意
識
に
関
す
る
考
察
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
行
為

主
体
の
も
つ
知
識
能
力
に
極
め
て
重
要
な
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
他
方
、
行
為
主
体
の
知
識
能
力
は
あ
ら
ゆ
る
制
約
条
件

を
克
服
で
き
る
ほ
ど
の
万
能
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
Giddensは
以

下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
構
造
化
理
論
に
よ
れ
ば
、
行
為
の
条
件
が
行
為
者
に
と
っ
て
全
面
的
に
不
透
明
と
い
う
よ
う
な
状
況
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
行
為

は
実
践
の
説
明
責
任
を
通
じ
て
構
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
行
為
者
は
常
に
、
そ
の
内
部
で
彼
ら
の
行
動
が
続
け
ら
れ
る
構
造
的
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
関
す
る
知
識
能
力
を
有
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
自
ら
の
行
為
を
通
じ
て
そ
の
構
造
的
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を

再
生
産
す
る
と
同
時
に
、
自
ら
の
行
動
を
生
み
出
す
さ
い
に
そ
の
構
造
的
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
引
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
知
識
能
力
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
洞
察
力
に
は
…
…
行
為
の
境
界
面
に
関
し
て
典
型
的
な
限
界
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
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が
状
況
の
な
か
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
伴
う
限
界
、
暗
黙
知
を
ど
こ
ま
で
言
説
化
し
て
表
現
で
き
る
か
、
と
い
う
点
に
関
す
る
限
界
、

動
機
づ
け
の
無
意
識
的
な
源
泉
に
関
連
し
た
限
界
、
行
為
の
意
図
せ
ざ
る
帰
結
が
シ
ス
テ
ム
の
再
生
産
の
な
か
に
編
入
さ
れ
る
こ
と

に
よ
る
限
界
（
と
い
う
四
つ
の
限
界
が
あ
る
）。」(
)
66

行
為
主
体
の
知
識
能
力
の
意
義
と
限
界
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Giddensは
、
彼
の
行
為
主
体
の
理
論
が
、
主
意
主
義
的

な
個
人
還
元
論
と
も
物
象
化
的
な
社
会
決
定
論
と
も
異
な
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
上
記
引
用
の
最
後
の
部
分

で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
四
つ
の
限
界
の
そ
れ
ぞ
れ
に
即
し
て
、
行
為
主
体
性
に
関
す
る
Giddensの
理
解
を
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な

る
だ
ろ
う
。

第
一
に
は
、
社
会
に
お
け
る
相
互
行
為
は
閉
鎖
系
の
も
と
で
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
相
互
行
為
に
は
関
与
し
な
い
様
々
な

人
々
や
事
象
に
よ
っ
て
状
況
づ
け
ら
れ
た
開
放
系
の
も
と
で
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
社
会
的
な
相
互
行
為
は
、
そ
れ
ら
の
状
況
に

よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
相
互
行
為
に
参
加
す
る
人
々
の
知
識
能
力
だ
け
で
は
克
服
で
き
な
い
様
々
な
要
因
に

よ
っ
て
撹
乱
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
は
、
社
会
の
様
々
な
構
造
を
行
為
者
に
感
受
さ
せ
る
知
識
能
力
は
暗
黙
知
を
司
る
実
践
意

識
に
多
く
を
依
存
し
て
い
る
。
だ
が
こ
う
し
た
暗
黙
知
を
言
説
に
よ
っ
て
論
述
化
し
、
正
確
な
行
為
の
指
針
と
し
て
人
々
の
間
で
共

有
す
る
、
と
い
う
点
で
行
為
者
は
限
界
に
直
面
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
構
造
を
感
受
す
る
相
互
知
識
に
関
し
て
、
相
互
行
為
の
当
事

者
同
士
が
お
互
い
の
行
為
を
し
ば
し
ば
読
み
違
え
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
構
造
の
再
生
産
に
関
す
る
偶
発
的
な
変
動
を
も
た

ら
す
こ
と
に
な
る
。
第
三
に
は
、人
間
の
行
為
主
体
性
は
動
機
付
け
に
関
す
る
無
意
識
的
な
源
泉
か
ら
自
由
で
は
あ
り
え
な
い
た
め
、

「
世
界
内
の
事
象
に
対
す
る
能
動
的
な
ま
た
は
熟
慮
を
持
っ
た
介
入
」
で
あ
る
は
ず
の
行
為
の
流
れ
が
、
自
ら
合
理
的
に
説
明
が
で

き
な
い
潮
流
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
第
四
に
は
、
行
為
に
お
け
る
意
図
せ
ざ
る
帰
結
は
、
人

間
の
行
為
主
体
性
に
常
に
随
伴
す
る
現
象
で
あ
っ
て
、
行
為
者
は
知
識
能
力
を
高
め
る
こ
と
で
そ
れ
に
賢
明
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
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が
で
き
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
を
完
全
に
根
絶
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
為
に
お
け
る
意
図
せ
ざ
る
帰
結
は
、
シ
ス
テ
ム
が

再
生
産
さ
れ
る
際
に
そ
の
な
か
に
編
入
さ
れ
、
行
為
者
が
未
来
の
行
為
を
継
続
す
る
さ
い
に
認
知
で
き
な
い
条
件
と
し
て
再
び
発
現

す
る
、
と
い
う
循
環
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
最
後
の
点
は
、
続
く
三
・
三
で
取
り
上
げ
る
「
行
為
に
お
け
る
条
件
と
帰
結
の
循
環
」
に
関
す
る
議
論
に
つ
な
が
る
重
要
な

論
点
で
あ
る
。

三
・
三

行
為
に
お
け
る
条
件
と
帰
結
の
循
環

図
4
で
示
さ
れ
た
行
為
の
階
層
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
Giddensは
人
間
の
行
為
主
体
性
に
関
し
て
、「
行
為
の
階
層
性
」
と
並
ん
で

も
う
一
つ
の
重
要
な
議
論
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
行
為
の
階
層
の
始
点
(左
側
)と
終
点
(右
側
)に
示
さ
れ
た
「
行
為
の
認
知
さ

れ
な
い
条
件
」
と
「
行
為
の
意
図
せ
ざ
る
帰
結
」
と
の
間
の
再
帰
的
な
サ
イ
ク
ル
、
つ
ま
り
階
層
モ
デ
ル
の
ヨ
コ
軸
で
示
さ
れ
て
い

る
議
論
で
あ
る
。
終
点
か
ら
始
点
に
向
け
て
時
間
に
逆
行
す
る
か
の
ご
と
く
点
線
で
示
さ
れ
た
方
の
矢
印
は
、
や
や
誤
解
を
招
き
や

す
い
が
、
Giddensが
こ
の
矢
印
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
行
為
が
も
た
ら
す
意
図
せ
ざ
る
帰
結
は
、
そ
の

行
為
者
が
行
為
を
継
続
す
る
さ
い
に
再
び
行
為
の
認
知
で
き
な
い
条
件
と
し
て
発
現
す
る
と
い
う
時
間
の
進
行
の
な
か
で
現
わ
れ
る

循
環
の
構
図
で
あ
る
。

「
認
知
さ
れ
て
い
な
い
条
件
」
の
も
と
で
の
行
為
が
「
意
図
せ
ざ
る
帰
結
」
を
も
た
ら
し
、
そ
の
意
図
せ
ざ
る
帰
結
が
次
の
時
点

で
の
行
為
に
対
し
て
認
知
さ
れ
な
い
条
件
と
し
て
引
き
渡
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
「
行
為
に
お
け
る
条
件
と
帰
結
の
循
環
」
に
関
す

る
論
点
は
、
一
見
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
説
明
し
て
き
た
構
造
の
二
重
性
の
理
論
と
は
な
じ
み
に
く
い
主
張
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
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見
受
け
ら
れ
る
。
も
し
行
為
と
構
造
が
自
己
循
環
的
な
相
互
に
規
定
し
あ
う
関
係
に
よ
っ
て
安
定
的
に
推
移
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
行

為
者
の
知
識
能
力
の
蓄
積
が
徐
々
に
増
進
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
に
関
す
る
認
知
さ
れ
ざ
る
条
件
は
次
第
に
克
服
さ
れ
て
い

き
、
従
っ
て
行
為
の
意
図
せ
ざ
る
帰
結
も
消
滅
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
く
、
と
い
う
サ
イ
ク
ル
を
想
像
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
ど
う
や
ら
Giddensに
よ
る
構
造
化
と
い
う
発
想
に
お
い
て
、
社
会
が
均
衡
や
秩
序
に
向
か
っ
て
い
く
傾
向

を
有
す
る
と
い
う
想
定
は
前
提
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
行
為
の
階
層
モ
デ
ル
の
ヨ
コ
軸
に
よ
っ
て
Giddensが
示
そ
う
と

し
た
の
は
、
行
為
者
の
知
識
能
力
の
重
要
性
を
強
調
し
つ
つ
も
、
そ
う
し
た
知
識
能
力
に
は
常
に
一
定
の
限
界
が
あ
り
、
行
為
主
体

が
認
知
で
き
な
い
条
件
か
ら
開
放
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
ず
、
意
図
せ
ざ
る
帰
結
が
消
滅
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ

と
の
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
Giddensに
と
っ
て
は
「
認
知
さ
れ
て
い
な
い
条
件
」
の
も
と
で
の
行
為
が
「
意
図
せ
ざ
る
帰
結
」
を

も
た
ら
し
、
そ
の
意
図
せ
ざ
る
帰
結
が
次
の
行
為
へ
の
認
知
さ
れ
な
い
条
件
と
し
て
次
の
時
点
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
く
と
い
う
循
環

構
造
は
、
社
会
が
構
造
の
二
重
性
に
よ
っ
て
動
い
て
い
く
か
ぎ
り
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
態
で
あ
り
、
こ
の
循
環
図
式
が
ど
の

よ
う
に
動
い
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
こ
そ
が
社
会
理
論
の
最
も
重
要
な
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

構
造
の
二
重
性
の
サ
イ
ク
ル
に
随
伴
し
て
生
じ
る
、
行
為
の
「
意
図
せ
ざ
る
帰
結
」
が
次
の
行
為
へ
「
認
知
さ
れ
な
い
条
件
」
と

し
て
引
き
渡
さ
れ
て
い
く
循
環
図
式
に
つ
い
て
、
Giddensは
必
ず
し
も
整
除
さ
れ
た
論
考
を
行
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
様
々
な
箇
所
で
断
片
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
を
拾
い
集
め
て
論
旨
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ

に
は
二
つ
の
系
列
の
議
論
が
混
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

第
一
の
系
列
の
議
論
は
日
常
の
生
活
世
界
の
日
々
の
実
践
に
関
す
る
事
例
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
言
語
に
関
し
て

は
「
私
が
英
語
を
正
確
に
話
す
の
は
意
図
的
に
そ
う
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
す
る
こ
と
で
言
語
の
再
生
産
に
貢
献
し
て
い
る
の
は

意
図
的
に
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
言
語
の
発
話
と
い
う
行
為
の
意
図
せ
ざ
る
帰
結
と
し
て
、
次
の
世
代
の
行
為
の
条
件
と
な
る
言
語
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の
再
生
産
を
も
た
ら
し
て
い
る
、
と
い
う
例
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
Giddensが
明
言
し
て
い
な
い
も
う
一
つ
の
こ
と
を
補
足
し

て
お
く
と
、
言
語
の
再
生
産
が
次
の
世
代
に
と
っ
て
の
行
為
の
条
件
と
な
る
場
合
に
、
そ
れ
が
「
認
知
さ
れ
な
い
」
条
件
で
あ
る
と

い
う
の
は
、
言
語
の
範
列
的
な
規
則
は
発
話
行
為
者
が
日
々
の
発
話
の
な
か
で
は
決
し
て
認
知
す
る
こ
と
の
な
い
条
件
で
あ
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
言
語
の
範
列
的
な
規
則
は
、
発
話
行
為
者
に
と
っ
て
は
当
人
の
正
確
に
話
そ
う
と
す
る
意
図
と
は
関
わ

り
な
く
作
用
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、「
認
知
さ
れ
ざ
る
条
件
」
と
な
る
。

Giddensは
、
同
様
の
事
例
と
し
て
、
未
開
の
部
族
社
会
に
お
い
て
実
践
さ
れ
て
い
る
集
団
的
な
雨
乞
い
儀
式
と
い
う
行
為
の
事

例
を
取
り
上
げ
て
い
る(
)。
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
集
団
的
な
雨
乞
い
儀
式
の
実
践
が
、
意
図
せ
ざ
る
帰
結
と
し
て
の
集
団

67

の
維
持
と
い
う
帰
結
を
生
み
、
そ
の
こ
と
が
雨
乞
い
儀
式
と
い
う
行
為
を
継
続
さ
せ
て
い
く
さ
い
に
当
人
た
ち
が
認
知
し
て
い
な
い

行
為
の
条
件
と
し
て
作
用
し
て
い
る
、
と
い
う
循
環
の
図
式
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
男
性
の
女
性
に
対
し
て
向
け
る
眼
差
し
の
あ
り

方
が
、
意
図
せ
ざ
る
帰
結
と
し
て
、
社
会
に
深
く
根
付
い
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
権
力
と
い
う
構
造
を
再
生
産
し
て
い
る
（
そ
し
て
そ
の
こ

と
が
男
女
の
間
の
日
常
的
な
相
互
行
為
に
対
す
る
認
知
さ
れ
ざ
る
条
件
と
し
て
次
世
代
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
く
）、
と
い
っ
た
考
察

も
行
わ
れ
て
い
る(
)。
68

以
上
の
事
例
は
い
ず
れ
も
、「
行
為
の
認
知
さ
れ
ざ
る
条
件
」
が
過
去
か
ら
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
や
構
造
が
安
定
的

に
再
生
産
さ
れ
る
と
い
う
事
例
で
あ
る
が
、
Giddensは
意
図
せ
ざ
る
帰
結
に
関
し
て
、
他
方
で
は
、
行
為
の
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
効

果
（
電
灯
を
つ
け
る
↓
侵
入
者
が
逃
走
す
る
↓
巡
回
中
の
警
察
官
が
逮
捕
す
る
）、
サ
ラ
エ
ヴ
ォ
事
件
の
帰
結
、
現
代
の
大
都
市
に
お

け
る
民
族
集
団
同
士
の
棲
み
分
け
、
な
ど
の
事
例
も
取
り
上
げ
て
、
あ
る
行
為
の
意
図
せ
ざ
る
帰
結
が
行
為
の
認
知
さ
れ
ざ
る
条
件

と
し
て
次
々
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
く
中
で
、
日
常
の
生
活
世
界
や
広
範
な
社
会
シ
ス
テ
ム
の
変
容
が
も
た
ら
さ
れ
る
事
例
に
つ
い
て

も
言
及
し
て
い
る
。
だ
が
前
者
の
系
列
の
議
論
と
後
者
の
系
列
の
議
論
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
整
合
的
な
説
明
を
行
っ
て

一橋社会科学 第7号 2009年8月

38



い
な
い
。

（
以
下
次
号
）

文
献
リ
ス
ト

※
本
文
中
で
は
Giddensの
著
作
に
関
し
て
、
構
造
化
理
論
に
関
す
る
主
要
著
作
に
限
っ
て
略
称
で
表
記
し
て
い
る
。
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―
(1976)
N
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R
ulesofSociologicalM
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Co.
松
尾
精
文
・
藤
井
達
也
・
小
幡
正
敏

訳

『
社
会
学
の
新
し
い
方
法
規
準
：
理
解
社
会
学
の
共
感
的
批
判
』
而
立
書
房

一
九
八
七
年

(文
中
で
は
N
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と
略
記
。
引
用
は
す
べ
て
九
三
年
に
出
版
さ
れ
た
原
著
第
二
版
に
よ
っ
た
。）

―
(1977)
Studiesin
Socialand
PoliticalT
heory,H
utchinson
and
Co.
宮
島
喬
ほ
か

訳
『
社
会
理
論
の
現

代
像
：
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
解
釈
学
・
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
』
み
す
ず
書
房

一
九
八
六
年

(文
中
で
は
SSP
T
と
略
記
）

―
(1979)
CentralProblem
s
in
SocialT
heory:A
ction,Structure
and
Contradiction
in
SocialT
heory,

M
acm
illan
Press.
友
枝
敏
雄
・
今
田
高
俊
・
森
重
雄

訳

『
社
会
理
論
の
最
前
線
』
ハ
ー
ベ
ス
ト
社
、
一
九
八

九
年

(文
中
で
は
C
P
ST
と
略
記
）

―
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A
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porary
Critique
of
H
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,
M
acm
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Press.

(文
中
で
は
C
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M
と
略
記
）

―
(1982)
Sociology:
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but
Critical
Introduction,
M
acm
illan
Press.

―
(1984)
T
he
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Polity
Press.

(文
中
で
は
C
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と
略
記
）

―
(1985)T
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ation-Stateand
V
iolence,Polity
Press.
松
尾
精
文
・
小
幡
正
敏

訳

『
国
民
国
家
と
暴
力
』

而
立
書
房

一
九
九
九
年

―
(1990)T
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Press.
松
尾
精
文
・
小
幡
正
敏

訳

『
近
代
と
は
い
か
な
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る
時
代
か
：
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
帰
結
』

而
立
書
房

一
九
九
三
年

―
(1991)
M
odernity
and
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and
Society
in
the
Late
M
odern
A
ge,
Polity
Press.

―
(1992)
T
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T
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and
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Press.
松
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・
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訳
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お
け
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情
、
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』

而
立
書
房
、
一
九
九
五
年

―
(1993)
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R
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M
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ed.,
Polity
Press.

―
(1994)
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Leftand
R
ight:T
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Future
ofR
adicalPolitics,Polity
Press.
松
尾
精
文
・
立
松
隆
介

訳

『
左
派
・
右
派
を
超
え
て
：
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
政
治
の
未
来
像
』
而
立
書
房

二
〇
〇
二
年

―
(1995)
Politics,
Sociology
and
Social
T
heory,
Polity
Press.

―
(1996)
In
D
efence
of
Sociology;
E
ssays,
Interpretations
and
R
ejoinders,
Polity
Press.

―
(1998)
T
heT
hird
W
ay:T
heR
enew
alofSocialD
em
ocracy,Polity
Press.
佐
和
隆
光

訳

『
第
三
の

道
』
日
本
経
済
新
聞
社

一
九
九
八
年

―
(2000)
T
heT
hird
W
ay
and
ItsCritics,Polity
Press.
今
枝

法
之
・
干
川

剛
史

訳

『
第
三
の
道
と

そ
の
批
判
』

晃
洋
書
房

二
〇
〇
三
年

―
(2002)
W
here
N
ow
for
N
ew
Labour?
Polity
Press.

―
(2007)
E
urope
in
the
G
lobal
A
ge,
Polity
Press.

Granovetter,M
.(1985)
‶Econom
ic
A
ction
and
SocialStructure:T
he
Problem
ofEm
beddedness,"
T
he
A
m
erican

JournalofSociology,V
ol.91,N
o,3.
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H
ayek,F.A
.(1973)
Law
,Legislation
and
Liberty:vol.1
R
ulesand
O
rder,Routledge
and
K
egan
Paul.
矢
島
鈞
次
・

水
吉
俊
彦

訳

『
法
と
立
法
と
秩
序
（
1
）
ル
ー
ル
と
秩
序
』
春
秋
社

二
〇
〇
七
年

H
odgson,G.M
.(1998)
‶T
he
A
pproach
ofInstitutionalEconom
ics,"
JournalofE
conom
ic
Literature,V
ol.36,N
o.1.

―
(1999)
E
conom
icsand
U
topia:W
hy
theLearning
E
conom
y
isnottheE
nd
ofH
istory,Routledge.
若

森
章
孝

他

訳

『
経
済
学
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
：
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
の
制
度
主
義
分
析
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

〇
〇
四
年

岩
井
克
人
(2006)
『
資
本
主
義
か
ら
市
民
主
義
へ
：
貨
幣
論
・
資
本
主
義
論
・
法
人
論
・
信
任
論
・
市
民
社
会
論
・
人
間
論
』
新

書
館

M
arx,K
(1852)
D
er18.Brum
aire
desLouisBonaparte.
植
村
邦
彦

訳

『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
十
八

日
』
太
田
出
版

一
九
九
六
年

M
ouzelis,N
.(1991)
Back
to
SociologicalT
heory:T
he
Construction
ofSocialO
rder,M
acm
illan
Press.

O
rlikow
ski,W
.D
.(1992)
‶T
he
D
uality
ofT
echnology:Rethinking
the
ConceptofT
echnology
in
O
rganization",

O
rganization
Science,V
ol.3
N
o.3.

Polanyi,M
.(1967)T
heT
acitD
im
ension,Routledge&
K
egan
Paul.
高
橋
勇
夫

訳

『
暗
黙
知
の
次
元
』

ち
く
ま
学

芸
文
庫

二
〇
〇
三
年

Seo,M
yeong-Gu
and
W
.E.D
ouglas
Creed
(2002)
‶InstitutionalContradiction,Praxis,and
InstitutionalChange",

T
he
A
cadem
y
ofM
anagem
entJournal,V
ol.27,N
o.2.

Sew
ell,W
.H
.(1992)
‶A
T
heory
ofStructure:D
uality,A
gency,and
T
ransform
ation,"
T
he
A
m
erican
Journalof
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Sociology,V
ol.98,N
o,1.

Spybey,T
.(1984)
‶T
raditionaland
ProfessionalFram
es
ofM
eaning
in
M
anagem
ent,"
Sociology,vol.18,no.4.

Stones,R.(1988)
T
heM
yth
ofBetrayal:Structureand
A
gency
in
theN
on-devaluation
ofthePound
1964-67,Ph
D

T
hesis,U
niversity
ofEssex.

―
(2005)
Structuration
T
heory,
Palgrave.

W
ittgenstein,L.(1963)
T
ractatusLogico-Philosophicus,Routledge
and
K
egan
Paul.
奥
雅
博

訳

『
論
理
哲
学
論

考
』（
W
ittgenstein
全
集
第
一
巻
）

大
修
館
書
店

一
九
七
五
年

(1
)
構
造
化
理
論
に
関
す
る
最
も
重
要
な
3
つ
の
著
作
は
Giddens(1976)=N
RSM
,Giddens(1979)=CPST
,Gidddens(1984)=CS

で
あ
る
。

(2
)
史
的
唯
物
論
の
現
代
的
批
判
と
い
う
標
題
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
、
以
下
三
冊
に
分
け
て
刊
行
さ
れ
た
著
作
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
三

分
冊
シ
リ
ー
ズ
は
社
会
理
論
と
い
う
よ
り
は
歴
史
社
会
学
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
あ
る
。
そ
の
一
冊
目
の

冒
頭
で
は
、
構
造
化
理
論
の
要
点
が
一
〇
項
目
に
わ
た
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
Giddensと
し
て
は
す
で
に
こ
の
時
点
で
、
構
造
化

理
論
に
関
す
る
理
論
的
な
考
察
に
決
着
を
つ
け
た
と
の
意
識
が
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
Giddens(1981)=CCH
M
,(1985),

(1994)

(3
)
Giddens(1990),(1991),(1992)

(4
)
Giddens(1998),(2000),(2002),(2007)

(5
)
Stones(2005)
p.13
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(6
)
Stones(1988)

(7
)
Spybe(1984)

(8
)
Carrabine(2000)

(9
)
Coopey
etal(2000)

(
)
O
rlikow
ski(1992)

10(
)
A
rcher(1982),(1995),Cohen(1989),M
ouzelis(1991),Sew
ell(1992)

11(
)
Stones(2005)は
、
Giddensの
構
造
化
理
論
の
批
判
的
な
検
討
を
通
じ
て
、
こ
れ
を
補
強
し
た
自
ら
の
理
論
を
「
強
力
な
構
造
化
理

12
論
」
Strong
Structuration
T
heory
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。

(
)
Bhaskar(1979)
pp.27-32

13(
)
Giddens(1995)
chapter
4‶D
urkheim
and
the
Problem
ofIndividualism
."

14(
)
Giddens(1971)

15(
)
CS
p.xxi.Giddens自
身
も
引
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
の
原
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
D
ie
M
enschen
m
achen
ihre

16
eigene
Geschichte,aber
sie
m
achen
sie
nicht
aus
freien
Stücken
nicht
unter
selbstgew
ählten,sondern
unter

unm
ittelbar
vorgefundenen,gegebenen
und
überlieferten
U
m
ständen.

な
お
訳
文
は
M
arx
(1852)
邦
訳
書
七
頁
に
よ
っ
た
。

(
)
Giddensは
こ
の
ほ
か
に
、
構
造
化
理
論
を
用
い
た
歴
史
社
会
学
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
最
初
の
著
作
で
あ
る
『
史
的
唯
物
論
の
現
代

17
的
批
判
』
の
冒
頭
に
お
い
て
も
、
自
ら
の
社
会
理
論
の
特
質
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
に
、
同
じ
く
こ
の
警
句
を
引
用
し
て
い

る
。
CCH
M
p.16
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(
)
N
RSM
pp.128-129

18(
)
CPST
p.5

19(
)
Giddens
(1982)
p.37

20(
)
SSPT
p.129

21(
)
な
お
、
こ
の
支
配
構
造
は
人
間
の
物
質
に
対
す
る
支
配
と
人
間
の
人
間
に
対
す
る
支
配
と
に
分
岐
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
構

22
造
は
行
為
主
体
が
配
分
的
資
源
allocative
resource
と
権
威
的
資
源
authoritative
resource
を
引
用
し
て
相
互
行
為
を
行
う
こ

と
を
通
じ
て
再
生
産
さ
れ
て
い
る
。

(
)
SSPT
pp.132-133,CPST
pp.81-83

23(
)
CPST
p.82

24(
)
岩
井
克
人
（
二
〇
〇
六
）
は
、
Giddensと
同
様
の
発
想
か
ら
、
社
会
と
人
間
を
相
互
に
構
成
し
あ
う
二
重
性
の
関
係
と
し
て
捉
え
る

25
社
会
理
論
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
二
重
性
に
よ
っ
て
社
会
を
成
立
さ
せ
る
三
つ
の
根
源
的
な
要
素
は
言
語
と
貨
幣
と
法
で
あ
り
、
そ

れ
以
外
の
要
素
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、今
の
と
こ
ろ
他
の
要
素
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、と
述
べ
て
い
る
。
岩
井
氏
は
貨
幣
・

法
・
言
語
の
「
二
重
性
」
に
関
連
し
て
、
貨
幣
（
法
・
言
語
）
が
貨
幣
（
法
・
言
語
）
と
し
て
通
用
す
る
の
は
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
人

に
貨
幣
（
法
・
言
語
）
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
「
自
己
循
環
論
法
」（
同
書
二
二
八
頁
）
の
基
本
命
題
を
提
示
し

て
い
る
。

(
)
N
RSM
ed.p.129
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
。

26(
)
Ibid.,p.129
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
。

27(
)
Ibid.,pp.129-130
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
。

28
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(
)
構
造
化
理
論
に
固
有
の
こ
の
よ
う
な
問
い
の
立
て
方
に
関
し
て
は
、
H
eideggerの
影
響
が
大
き
い
。

29(
)
構
造
化
理
論
に
固
有
の
こ
の
よ
う
な
論
法
に
関
し
て
は
、
W
ittgenstein
の
影
響
が
大
き
い
。
Giddensは
W
ittgenstein
の
「
規

30
則
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
い
か
に
続
け
て
い
く
か
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
規
則
に
従
っ
て
プ
レ
イ
し
て
い
く
方
法
を
知
る
こ
と

で
あ
る
」
と
い
う
『
哲
学
探
究
』
=W
ittgenstein
(1953)で
の
論
考
か
ら
多
く
を
学
ん
で
い
る
。（
CPST
p.67）
規
則
を
構
造
と
言
い

換
え
、
プ
レ
イ
を
行
為
と
言
い
換
え
れ
ば
、
W
ittgenstein
の
上
記
の
命
題
は
Giddensの
構
造
化
理
論
の
命
題
と
正
確
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
)
そ
う
し
た
な
か
で
、
A
rcherは
、
例
外
的
に
Giddensの
社
会
理
論
に
関
し
て
、
そ
の
基
盤
に
あ
る
存
在
論
に
ま
で
遡
っ
て
批
判
的

31
な
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。
A
rcherは
「
構
造
化
」
で
は
な
く
形
態
生
成
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
構
造
と
行
為
を
分
析
上
切
り
離
し

て
二
元
的
に
扱
う
方
法
を
提
唱
し
て
い
る
。
A
rcher
(1982)
p.458.

(
)
構
造
化
理
論
を
批
判
し
、
対
抗
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
A
rcherが
提
示
し
て
い
る
の
は
形
態
生
成
論
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ば
れ

32
る
理
論
で
あ
る
。
構
造
化
理
論
対
形
態
生
成
論
と
い
う
対
抗
図
式
を
本
格
的
に
打
ち
出
し
た
最
初
の
論
文
が
A
rcher(1982)で
あ
り
、

後
者
の
全
体
像
を
体
系
的
に
示
し
た
著
作
が
A
rcher(1995)で
あ
る
。

(
)
A
rcher(1995)chapter
4

33(
)
倉
田
に
よ
る
挿
入
。
批
判
的
実
在
論
者
と
は
、
A
rcher自
身
の
存
在
論
、
社
会
理
論
の
立
場
を
指
す
。

34(
)
倉
田
に
よ
る
挿
入
。
中
心
的
合
成
に
よ
る
融
合
主
義
者
と
は
、
こ
こ
で
は
、
構
造
を
行
為
者
の
社
会
的
実
践
に
よ
っ
て
概
念
化
し
よ

35
う
と
す
る
Giddensの
構
造
化
理
論
に
対
す
る
A
rcherの
解
釈
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

(
)
A
rcher(1995)
p.106

36(
)
H
odgson(1998)
p.166

37
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(
)
Ibid.,p.176
の
図
を
参
照
し
た
。
な
お
H
odgson
は
旧
制
度
派
経
済
学
の
制
度
論
に
関
す
る
説
明
図
式
を
行
為
と
情
報
の
ル
ー
プ

38
と
し
て
描
い
て
い
る
が
、
筆
者
は
「
情
報
」
を
「
知
識
」
に
置
き
換
え
て
い
る
。

(
)
Giddensの
構
造
化
理
論
を
筆
者
の
い
う
知
識
の
社
会
学
と
い
う
方
向
へ
と
繋
げ
て
い
く
理
路
を
示
し
た
論
考
と
し
て
、
例
え
ば

39
O
rlikow
ski(1992)に
よ
る
「
技
術
の
二
重
性
」
と
い
う
モ
デ
ル
が
あ
る
。
他
方
、
知
識
の
社
会
学
と
い
う
構
想
は
、
構
造
化
理
論
と
近

接
す
る
別
の
理
論
潮
流
か
ら
も
大
き
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
新
制
度
学
派
経
済
学
者
の
H
odgson

に
よ
る
知
識
と
雇
用
に
関
す
る
議
論
も
ま
た
、
筆
者
の
「
知
識
の
社
会
学
」
と
類
似
し
た
視
点
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
。
H
odgson

(1999)
chapter
8.こ
う
し
た
論
考
に
つ
い
て
は
本
論
文
後
半
の
課
題
で
あ
る
。

(
)
M
ouzelis
(1991)
pp.28-30.

40(
)
Ibid.,p.30

41(
)
Ibid.,p.31

42(
)
M
ouzelis
(1991)
pp.30-31

43(
)
Stonesに
よ
る
連
続
体
と
い
う
発
想
は
、
M
ouzelis自
身
の
行
為
者
の
知
識
能
力
に
関
す
る
所
論
を
再
編
成
す
る
こ
と
か
ら
生
み

44
出
さ
れ
て
い
る
。
Stonesは
M
ouzelisの
構
造
化
理
論
の
批
判
を
「
M
ouzelisに
反
し
て
」
読
み
替
え
る
作
業
を
通
じ
て
、
逆
に
構

造
化
理
論
を
強
化
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

(
)
CPST
p.49

45(
)
CPST
p.50

46(
)
CPST
p.52

47(
)
CPST
p.2

48
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ほ
ぼ
同
様
の
議
論
が
Granovetter
(1985)
に
よ
っ
て
「
過
小
に
社
会
化
さ
れ
た
行
為
者
」
under-socialized
actor・「
過
剰
に
社

会
化
さ
れ
た
行
為
者
」
over-socialized
actorと
い
う
対
立
図
式
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

(
)
Giddensの
著
作
の
中
で
、行
為
主
体
性
を
め
ぐ
る
自
ら
の
理
論
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、①
N
RSM
・

49
第
二
章
「
行
為
主
体
性
、
行
為
の
同
定
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
意
図
」（
七
十
七
―
九
十
九
頁
）、
②
CPST・
第
二
章
「
行
為
主
体
性
、

構
造
」
の
前
半
部
分
（
四
十
九
―
五
十
九
頁
）、
③
CS・
第
一
章
「
構
造
化
理
論
の
諸
要
素
」
に
お
け
る
冒
頭
か
ら
「
行
為
主
体
、
行
為

主
体
性
」
お
よ
び
「
行
為
主
体
性
と
権
力
」
の
項
ま
で
の
部
分
（
一
―
十
六
頁
）、
と
い
う
三
箇
所
で
あ
る
。

(
)
N
RSM
ed.p.81

50(
)
CS
p.14

51(
)
CS
pp.111-112

52(
)
CS
p.375

53(
)
CS
p.5

54(
)
CPST
p.57

55(
)
CS
p.6

56(
)
行
為
の
階
層
と
意
識
の
階
層
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
、
Giddensは
か
な
ら
ず
し
も
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

57(
)
CS
p.374

58(
)
CS
p.375

59(
)
N
RSM
p.113
お
よ
び
p.158

60(
)
Polanyi(1967)

61
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(
)
H
ayek
(1973)

62(
)
CS
p.7

63(
)
CPST
p.124

64(
)
CCH
M
p.27

65(
)
CPST
p.144

66(
)
CPST
pp.210-222

67(
)
N
RSM
p.8

68

（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
教
授
）
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