
現
代
権
力
理
論
と
規
範
的
政
治
理
論

　
　
　
－
そ
の
批
判
可
能
性
を
中
心
に
－

飯
　
　
島

伸
　
　
彦

（125）　現代権力理論と規範的政治理論

は
じ
め
に
1
三
つ
の
政
治
的
文
脈
－

　
現
代
の
政
治
理
論
は
少
な
く
と
も
三
つ
の
杜
会
的
な
条
件
を

備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
概
略
的
に
言
え

ぱ
、
第
一
に
そ
れ
は
「
ポ
ス
ト
・
自
由
民
主
主
義
杜
会
」
に
相

応
し
い
政
治
理
論
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
第
二
に
そ
れ
は
「
ポ
ス
ト
・
杜
会
主
義
」
の
政

治
理
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

第
三
に
そ
れ
は
「
先
進
諸
国
」
で
進
行
し
つ
つ
あ
る
「
脱
政
治

化
」
の
諸
相
に
つ
い
て
説
明
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
を
打
開
す
る

方
向
性
を
持
つ
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

払
孕

　
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
ニ
ュ
ア
ン

ス
の
異
な
り
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
現
存
し
て
い
た
杜
会
主
義
杜

会
の
崩
壊
を
そ
れ
に
相
応
し
い
ス
タ
ン
ス
で
受
け
止
め
な
い
政

治
理
論
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
ち
え
な
い
。
他
方
、
第
一
の
点
と

第
三
の
点
に
関
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
自
明
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
現
代
史
と
現
代
杜
会
理

論
の
展
開
を
辿
つ
て
み
る
と
、
楽
天
的
な
「
自
由
民
主
主
義
」

思
想
が
様
々
な
杜
会
的
な
領
域
で
矛
盾
に
直
面
し
、
破
綻
を
み

せ
、
新
た
な
対
応
を
迫
ら
れ
た
歴
史
で
あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
歴
史
を
踏
ま
え
ず
に
、
現
時
点
で
、
「
自
由
主

義
」
「
民
主
主
義
」
の
勝
利
、
「
資
本
主
義
」
の
勝
利
を
叫
ぶ
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
「
歴
史
の
終
焉
」
を
叫
ぶ
の
も
早
急
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（
2
）

な
結
論
で
あ
る
と
い
う
し
か
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
は
ざ
ま
に
「
杜
会
民
主
主
義
」
の
復
権
や
見
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
作
業
も
行
な
わ
れ
て
き
て
い
る
。
お
よ
そ
の
方
向
性
と
し
て

そ
れ
が
正
し
い
（
と
い
う
の
は
自
由
と
民
主
主
義
と
杜
会
主
義

と
杜
会
公
正
を
接
合
す
る
政
治
思
想
と
い
う
立
場
か
ら
）
と
し

て
も
、
「
杜
会
民
主
主
義
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
、
「
ポ
ス
ト
．
ケ
イ

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
」
の
現
実
の
な
か
で
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ

を
直
ち
に
獲
得
し
う
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
福
祉
国
家
を
国
民

杜
会
の
理
想
的
な
現
実
と
見
立
て
て
、
杜
会
民
主
主
義
を
そ
れ

を
実
現
し
た
が
ゆ
え
に
有
効
で
あ
る
と
想
定
す
る
思
考
法
は
、

「
新
自
由
主
義
」
の
攻
撃
の
後
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
状
況
に
お
い

て
は
有
力
な
政
治
的
言
説
の
地
位
を
獲
得
し
に
く
い
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
実
は
、
杜
会
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
批

判
を
目
指
し
て
き
た
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
杜
会
理
論
の
旋
回
や
、
「
新

し
い
杜
会
運
動
」
な
ど
の
論
点
を
探
っ
て
み
れ
ば
直
ち
に
知
ら

　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
現
在
、
比
較
政
治
杜
会
論
と
し
て
、
欧
米
の
杜
会
学
、
政
治

学
、
経
済
学
で
進
行
し
て
い
る
「
比
較
福
祉
杜
会
論
」
、
「
比
較

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
」
な
ど
の
問
題
関
心
も
、
一
見
す
る
と

「
実
証
的
な
政
治
理
論
」
の
体
裁
を
し
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
の

根
本
に
あ
る
問
題
関
心
は
極
め
て
実
践
的
な
間
題
の
状
況
に
裏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

打
ち
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
こ
で
の
試
み
は
、
こ
の
よ
う
な
マ
ク
ロ
な
杜
会
理
論
の
研

究
動
向
の
変
化
と
、
ミ
ク
ロ
な
杜
会
理
論
の
動
向
を
接
合
す
る

理
論
的
な
試
み
の
一
環
と
し
て
、
上
記
の
マ
ク
ロ
政
治
思
想

（
こ
こ
で
は
仮
に
マ
ク
ロ
政
治
思
想
と
し
て
、
価
値
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
、
実
践
的
な
指
針
、
運
動
組
織
、
制
度
化
の
諸
形
態
な
ど

の
一
連
の
セ
ヅ
ト
を
備
え
た
「
統
一
体
」
を
こ
の
よ
う
に
呼
ん

で
お
く
。
そ
れ
は
、
代
表
的
に
は
、
杜
会
主
義
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
、

自
由
民
主
主
義
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
よ

り
限
定
的
な
イ
ズ
ム
は
幾
ら
で
も
あ
り
得
る
。
例
え
ぱ
個
人
主

義
、
多
元
主
義
、
絶
対
主
義
と
い
う
主
義
は
あ
る
が
、
そ
れ
は

政
治
思
想
と
し
て
は
不
分
明
な
内
容
を
指
し
て
い
る
た
め
、
マ

ク
ロ
政
治
思
想
と
は
い
い
き
れ
な
い
。
部
分
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

1
概
念
（
マ
ン
ハ
イ
ム
）
で
あ
る
と
言
え
る
）
の
課
題
状
況
カ

ら
、
ミ
ク
ロ
政
治
理
論
で
あ
る
、
権
力
論
の
課
題
を
引
き
出
し
、

そ
れ
を
受
け
る
形
で
、
理
論
的
に
空
転
し
が
ち
に
思
わ
れ
る
権

力
論
の
今
日
の
課
題
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
地
点
か
ら
、
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（127）　現代権力理論と規範的政治理論

「
批
判
的
な
権
力
論
」

あ
る
。

の
再
構
成
の
可
能
性
を
さ
ぐ
る
こ
と
で

杜
会
的
権
力
論
の
現
代
的
展
開

　
ま
ず
、
杜
会
的
権
力
論
と
マ
ク
ロ
政
治
理
論
の
関
連
を
問
う

に
当
た
っ
て
、
幾
つ
か
の
留
保
条
件
の
確
認
か
ら
始
め
な
け
れ

ぱ
な
る
ま
い
。
そ
の
第
一
点
は
汎
政
治
主
義
、
政
治
へ
の
還
元

主
義
は
採
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
治
的
な
要
素
が

杜
会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
浸
透
し
て
い
る
現
在
、
あ
ら
ゆ
る
杜

会
現
象
は
政
治
的
に
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
例
え
ぱ
、
フ

ェ
、
、
、
ニ
ズ
ム
運
動
化
お
い
て
提
起
さ
れ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
「
バ

ー
ソ
ナ
ル
な
こ
と
は
政
治
的
な
こ
と
で
あ
る
」
「
家
事
労
働
に

賃
金
を
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
的
な
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
〕

に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
政
治
的
な
る

も
の
と
そ
の
限
界
の
理
解
の
枠
組
み
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
第
二
点
は
、
逆
に
、
政
治
的
な
る
も
の

を
杜
会
的
な
る
も
の
に
還
元
す
る
、
と
い
う
方
向
も
採
る
べ
き

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
政
治
の

「
創
発
的
特
性
」
、
「
相
対
的
自
律
性
」
こ
そ
が
、
ま
ず
、
確
認
さ

れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、
杜
会
的
な
る
も
の
に
も
限

界
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

　
そ
れ
で
は
、
そ
の
上
で
、
マ
ク
ロ
政
治
理
論
は
杜
会
的
な
権

力
論
に
何
を
課
題
と
し
て
課
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

マ
ク
ロ
政
治
理
論
に
ミ
ク
ロ
権
力
論
を
接
合
す
る
た
め
に
は
い

か
な
る
作
業
が
必
要
な
の
か
？

　
現
在
の
マ
ク
ロ
政
治
理
論
の
諸
困
難
の
根
幹
に
あ
る
問
題
は
、

政
治
体
制
論
と
い
い
国
家
論
と
い
い
、
そ
の
大
状
況
を
解
釈
す

る
枠
組
み
の
説
明
力
が
弱
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
自
由
民

主
主
義
と
い
い
、
杜
会
主
義
と
い
い
、
杜
会
民
主
主
義
と
い
い
、

そ
の
説
明
の
枠
組
み
が
粗
す
ぎ
て
、
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
政

治
的
な
争
点
系
列
と
の
関
連
が
明
確
で
は
な
い
こ
と
が
多
い
。

他
方
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
シ
ン
グ
ル
・
イ
シ
ュ
ー
・
グ
ル

ー
プ
論
や
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ツ
ク
ス
論
は
、
イ
シ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

1
問
の
関
連
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
少
な
く
、
ど
の
よ
う
な
相

互
連
関
の
も
と
で
、
各
種
の
杜
会
問
題
が
、
政
治
的
な
意
思
決

定
過
程
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
選
択
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に

明
確
な
解
答
を
与
え
て
こ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
は
、
政
策
選
好

論
や
選
択
メ
カ
ニ
ズ
ム
論
と
い
う
理
論
的
な
枠
組
み
の
開
拓
は

335



一橋論叢 第108巻第2号 平成4年（1992年）8月号　（128〕

な
さ
れ
た
が
（
オ
ヅ
フ
ェ
、
シ
ャ
ッ
ト
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
、
バ
ク

ラ
ヅ
ク
ー
－
バ
ラ
ツ
）
、
そ
れ
が
マ
ク
ロ
政
治
体
制
論
の
組
み
替

え
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
に
は
至
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
権
威
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

義
的
国
家
形
態
と
い
う
規
定
も
不
分
明
で
あ
る
）
。

　
そ
こ
で
、
権
力
論
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
現
代
杜
会
が
陥
っ

て
い
る
矛
盾
の
諸
形
態
（
シ
ン
グ
ル
・
イ
シ
ュ
ー
や
生
活
に
密

着
し
た
諸
問
題
に
お
け
る
矛
盾
や
葛
藤
の
諸
形
態
）
を
政
治
的

に
媒
介
し
、
束
ね
て
い
る
諸
力
の
達
関
を
解
釈
し
、
説
明
あ
る

い
は
批
判
す
る
枠
組
み
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
従
来
政
治
体
制
論
の
解
釈
枠
組
み
を
形
成

し
て
い
た
、
自
由
対
抑
圧
、
自
由
主
義
対
権
威
主
義
、
民
主
主

義
対
全
体
主
義
と
い
う
二
項
対
立
図
式
が
大
き
く
揺
ら
い
で
い

る
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
杜
会
に
お
け

る
自
由
の
あ
り
か
た
、
民
主
主
義
の
あ
り
方
が
大
き
く
揺
ら
い

で
お
り
、
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
杜
会
的
ゆ
ら
ぎ
、
杜
会
変
容

に
ふ
さ
わ
し
い
、
杜
会
批
判
の
形
式
と
内
容
が
求
め
ら
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ぱ
、
体
制
に
対
す
る

承
認
感
覚
、
政
治
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
信
頼
感
、
政
治
決
定
の
方
式

に
対
す
る
違
和
感
、
様
々
な
政
治
意
識
、
規
範
的
意
識
、
価
値

意
識
、
政
治
的
杜
会
化
の
様
式
な
ど
が
ゆ
ら
い
で
い
る
な
か
で
、

権
力
論
の
「
本
来
の
」
課
題
が
見
失
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
そ
二
で
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
し
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
、

ま
ず
、
権
力
論
の
「
本
来
の
」
課
題
、
伝
統
的
な
課
題
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
て
お
く
と
、

　
（
一
）
　
不
平
等
論
（
搾
取
論
、
格
差
論
、
地
位
の
非
一
貫
性

論
な
ど
）
の
課
題
H
そ
の
杜
会
の
不
平
等
の
度
合
い
、
内
容
、

根
拠
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
探
る
た
め
の
理
論
的
な
装
置
な
い
し
諸

命
題
の
体
系
、

　
で
あ
る
の
に
対
し
て

　
（
二
）
　
権
力
論
の
課
題
1
ー
そ
の
杜
会
に
お
け
る
不
自
由
、
抑

圧
の
度
合
い
、
内
容
、
根
拠
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
探
る
た
め
の
理

論
的
な
装
置
な
い
し
諸
命
題
の
体
系
、

　
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
多
少
、
注
釈
を
加
え
る
と
、
権
力
論
、
権
力
観
の
伝
統
の
系

譜
の
分
け
方
は
様
々
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
大
き
く

分
け
て
二
つ
あ
る
と
見
る
こ
と
に
す
る
と
、
一
つ
に
は
、
私
た

ち
が
日
常
に
お
い
て
表
象
し
う
る
権
力
観
（
権
力
は
抑
圧
し
、
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暴
力
を
ふ
る
い
、
操
作
し
、
自
由
を
束
縛
す
る
）
と
容
易
に
結

ぴ
つ
く
権
力
論
の
系
譜
と
し
て
、
「
敵
対
的
な
権
力
」
論
が
あ

る
。
こ
の
系
譜
と
し
て
は
古
く
は
ホ
ツ
ブ
ス
が
典
型
で
あ
ろ
う

が
、
最
近
の
例
と
し
て
は
権
力
を
批
判
的
な
も
の
と
し
て
認
識

し
て
き
た
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
批
判
理
論
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ

ジ
ー
な
ど
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
意
外
に
も
、
明
確
な
「
権
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

論
」
と
呼
べ
る
も
の
が
少
な
か
っ
た
。
こ
の
系
譜
を
権
力
に
お

け
る
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
系
譜
と
呼
ん
で
お
く
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
対
局
的
な
位
置
に
あ
る
権
力
論
、
権
力
観

の
系
譜
と
し
て
、
「
調
和
的
、
共
同
的
な
権
力
」
論
が
あ
ポ
。
こ

の
権
力
論
は
、
権
力
を
あ
る
種
の
能
力
、
通
常
は
可
能
で
は
な

い
も
の
を
可
能
に
さ
せ
る
能
力
と
見
る
場
合
が
多
く
、
古
く
は

ロ
ツ
ク
の
権
カ
イ
メ
ー
ジ
、
最
近
の
例
で
は
バ
ー
ソ
ン
ズ
や
ル

ー
マ
ン
の
杜
会
統
合
論
と
し
て
の
権
力
論
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

目
ン
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
権
力
論
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

概
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ク
な
伝
統
は
こ
の
権
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

論
を
採
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
系
譜
を
権
力
論
に
お
け

る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
系
譜
と
呼
ん
で
お
く
。

　
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
対
立
の
観
点
か
ら
杜
会
的
権
力
論
の

現
在
の
理
論
的
状
況
を
見
て
み
る
と
、
権
力
理
論
の
展
開
は
一

見
め
ざ
ま
し
く
、
多
種
多
様
の
権
力
論
が
多
種
多
様
の
理
論
的

な
伝
統
か
ら
展
開
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
両
者
の
統
合
も
図
ら

れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
が
、
権
力
論
の
適
用
範
囲
が
広
が
り
、

そ
の
包
括
性
が
増
し
、
各
種
の
杜
会
的
領
域
（
政
治
領
域
ぱ
か

り
で
な
く
、
経
済
、
宗
教
、
家
族
、
地
域
、
文
化
、
マ
ス
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
な
ど
の
諸
領
域
）
に
お
い
て
権
力
論
が
展
開

さ
れ
て
き
た
分
だ
け
、
そ
の
中
心
的
な
論
点
が
不
明
確
に
な
っ

て
お
り
、
理
論
的
に
も
実
証
的
に
も
拡
散
状
況
に
あ
る
圭
言
え

る
。

　
上
記
に
示
し
た
基
本
的
な
立
場
は
権
力
論
に
お
け
る
ラ
デ
ィ

カ
リ
ズ
ム
の
系
譜
（
権
力
批
判
の
系
譜
）
に
立
つ
と
言
え
る
が
、

そ
の
基
本
的
な
課
題
は
、
（
一
）
権
力
論
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
の
系
譜
の
強
み
に
な
っ
て
い
る
理
論
の
包
括
性
な
い
し
シ
ス

テ
マ
テ
ィ
ク
な
説
明
H
杜
会
構
造
論
的
な
権
力
論
に
対
抗
し
う

る
説
明
な
い
し
批
判
の
図
式
を
確
立
す
る
こ
と
、
（
二
）
フ
ー
コ

ー
な
ど
の
提
起
し
た
問
題
で
あ
る
、
「
主
体
性
」
を
作
り
出
す
よ

う
な
権
力
の
様
式
、
「
自
由
」
と
対
立
し
な
い
ぱ
か
り
か
、
「
自

由
」
を
生
産
し
さ
え
す
る
権
力
と
い
う
バ
ラ
ド
ツ
ク
ス
を
ど
の
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よ
う
に
越
え
る
論
理
を
構
築
す
る
か
、
と
い
う
課
題
が
重
要
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
権
力
批
判
の
根
拠
．
様
式
お
よ

び
政
治
現
象
の
捉
え
方
（
政
治
批
判
、
政
治
学
批
判
）
が
「
焦

点
」
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ぱ
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
も
つ

権
力
論
の
到
達
点
を
踏
ま
え
て
そ
れ
を
生
産
的
批
判
的
に
摂
取

す
る
様
式
を
確
立
し
、
ポ
ス
ト
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
権
力
論
を

ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
展
望
す
る
二
と
が
課
題
で
あ
る
、

と
思
わ
れ
る
。

二
　
権
力
批
判
げ
様
式
と

「
政
治
学
批
判
」
の
現
在

　
権
力
批
判
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
批
判
の
仕
方
に

つ
い
て
自
己
反
省
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
一
般
的
に
言
つ
て
、

近
・
現
代
杜
会
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
観
点
か
ら
批
判
す
る
際
の
批

判
す
る
仕
方
・
論
拠
に
は
大
き
く
分
け
て
次
の
三
つ
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
超
越
論
的
は
批
判
様
式
・
根
拠
、
伝
統
的
な
批
判

様
式
・
根
拠
、
内
在
的
な
批
判
様
式
・
根
拠
の
三
つ
で
あ
る
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、

　
（
一
）
　
超
越
論
的
普
遍
的
批
判
様
式
と
は
、
近
．
現
代
杜
会

を
い
き
な
り
起
越
す
る
普
遍
的
な
水
準
を
獲
得
し
、
そ
の
高
み

か
ら
近
・
現
代
杜
会
を
批
判
す
る
。
こ
の
批
判
様
式
は
超
越
し

た
水
準
を
獲
得
し
、
そ
の
高
み
か
ら
近
・
現
代
杜
会
を
批
判
す

る
。
こ
の
批
判
様
式
は
超
越
し
た
水
準
の
内
容
、
普
遍
性
の
内

容
を
め
ぐ
っ
て
、
様
々
な
闘
争
、
葛
藤
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
と

　
　
　
　
　
（
1
3
）

い
う
難
点
が
あ
る
。

　
（
二
）
　
伝
統
的
な
批
判
様
式
と
は
、
近
・
現
代
杜
会
を
固
定

的
な
視
座
か
ら
み
る
点
で
は
、
あ
る
意
味
で
前
老
と
同
じ
で
あ

る
が
、
何
ら
か
の
実
体
的
な
基
礎
、
た
と
え
ぱ
、
経
済
的
な
不

平
等
の
現
実
と
か
貧
困
で
あ
る
と
か
の
現
実
、
に
基
づ
く
批
判

様
式
で
あ
る
。
こ
の
批
判
様
式
は
実
体
的
な
基
礎
が
不
変
で
あ

る
限
り
で
の
強
み
を
持
つ
が
、
変
化
の
側
面
を
読
み
取
る
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

装
置
が
欠
如
し
が
ち
で
あ
る
と
い
う
点
に
欠
点
が
あ
る
。

　
（
三
）
　
内
在
的
な
批
判
様
式
と
は
、
そ
の
杜
会
に
内
在
す
る

諸
現
象
、
諸
構
造
、
諸
過
程
そ
の
も
の
か
ら
、
自
ら
を
否
定
す

る
契
機
を
導
出
し
、
そ
れ
を
批
判
の
「
根
拠
」
と
す
る
。
当
該

杜
会
の
歴
史
性
、
杜
会
性
等
の
内
在
的
な
分
析
に
媒
介
さ
れ
た

批
判
の
論
理
の
摘
出
を
お
こ
な
う
。
し
か
し
、
批
判
の
論
拠
の

立
て
方
に
応
じ
て
様
々
な
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

「
弁
証
法
」
論
老
、
自
已
組
織
論
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
行
為
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論
、
な
ど
が
あ
る
。
問
題
点
は
、
「
批
判
的
観
点
」
が
容
易
に

「
共
有
」
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
、
理
論
の
「
共
約
可
能
性
」
、
「
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
〕

、
、
、
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
可
能
性
」
上
の
難
点
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
批
判
様
式
は
さ
ら
に
批
判
の
対
象
が
全

体
的
か
部
分
的
か
に
応
じ
て
六
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。

剤
超
越
論
的
批
判

伝
統
的
批
判

内
在
的
批
判

全
体
社
会
批
判

部
分
杜
会
批
判

　
こ
の
表
に
お
い
て
問
題
な
の
は
社
会
理
論
に
お
け
る
「
解
放

論
的
な
関
心
」
の
論
理
を
整
理
す
る
こ
と
で
あ
り
、
横
の
欄
の

全
体
杜
会
、
部
分
杜
会
と
い
う
の
は
極
め
て
便
宜
的
な
分
け
方

で
、
そ
の
理
論
が
対
象
を
限
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
拡
大

し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
と
い
う
指
向
性
の
違
い
に
よ
る
区
分

で
あ
る
。

表
一
の
六
つ
の
ボ
ヅ
ク
ス
の
う
ち
、
超
越
論
的
な
批
判
に
つ

い
て
は
①
の
方
が
②
よ
り
も
優
勢
で
あ
る
（
①
〉
②
）
。
超
越

論
的
批
判
の
場
合
は
「
近
代
杜
会
の
諸
原
理
そ
の
も
の
」
の
原

理
的
拒
否
に
ま
で
徹
底
す
る
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
全
体

杜
会
批
判
と
い
い
、
認
識
の
「
全
体
性
」
は
主
張
す
る
が
、
杜

会
の
全
体
性
を
認
識
す
る
枠
組
み
を
持
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ

な
い
。
あ
く
ま
で
原
理
と
し
て
、
全
体
杜
会
批
判
を
指
向
し
て

い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
点
が
超
越
論
的
批
判
の
強

み
で
あ
る
と
と
も
に
弱
み
で
も
あ
る
。

　
伝
統
的
な
批
判
に
つ
い
て
は
、
伝
統
と
言
っ
て
も
前
近
代
か

ら
近
代
を
批
判
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
無
く
、
寧
ろ
、
近
代

杜
会
の
形
成
の
中
で
伝
統
に
な
っ
た
事
柄
に
基
づ
い
て
、
そ
の

不
徹
底
を
批
判
す
る
と
い
う
場
合
を
指
し
て
い
る
。
す
る
と
、

例
え
ぱ
、
福
祉
国
家
論
の
よ
う
に
、
近
代
的
な
原
理
の
承
認
に

基
づ
い
て
、
そ
の
原
理
が
あ
る
杜
会
領
域
に
適
用
さ
れ
て
い
な

い
が
ゆ
え
に
、
杜
会
を
批
判
す
る
と
い
う
場
合
の
よ
う
に
、
全

体
杜
会
批
判
よ
り
も
部
分
杜
会
批
判
の
方
が
よ
り
優
勢
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
（
③
〈
④
）
。
④
の
典
型
例
と
し
て
、
ポ
バ
ー
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
〕

「
漸
進
的
杜
会
工
学
」
な
ど
が
想
定
で
き
よ
う
。

　
内
在
的
な
批
判
に
お
い
て
は
、
全
体
社
会
批
判
を
指
向
す
る

か
部
分
杜
会
批
判
を
指
向
す
る
か
は
、
内
在
す
る
論
理
が
な
ん
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と
見
る
か
に
よ
る
（
⑤
廿
⑥
）
。
ダ
ニ
ェ
ル
．
ベ
ル
の
『
脱
産
業

杜
会
の
到
来
』
や
『
資
本
主
義
の
文
化
的
矛
盾
』
に
お
け
る
論

理
は
、
内
在
的
は
批
判
で
あ
る
け
れ
ど
も
部
分
的
な
批
判
で
噛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
〕

る
と
い
う
意
味
で
⑥
の
ボ
ヅ
ク
ス
に
入
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
、

し
て
フ
ー
コ
ー
の
杜
会
批
判
の
形
式
は
、
フ
ー
コ
ー
自
身
の
著

作
は
杜
会
の
都
分
領
域
し
か
扱
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
と
し
て
は
全
杜
会
領
域
に
拡
張
し
う
る
批
判
の

様
式
で
あ
る
、
と
言
え
る
と
い
う
意
味
で
⑤
の
ボ
ヅ
ク
ス
に
属

　
　
　
（
1
8
）

す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
に
よ
る
杜
会
批

判
の
形
式
は
、
内
在
的
な
倫
理
や
道
徳
な
ど
を
抽
出
す
る
と
同

時
に
、
部
分
的
な
批
判
に
と
ど
め
よ
う
と
い
う
指
向
が
強
い
と

い
う
意
味
で
ダ
ニ
エ
ル
・
ベ
ル
と
は
異
な
る
内
容
で
は
あ
る
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
9
）

⑥
の
ボ
ツ
ク
ス
に
入
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
三
つ
な
い
し
六
つ
の
批
判
様
式
の
う
ち
、
本
稿

の
課
題
に
も
っ
て
も
適
合
的
な
の
は
、
内
在
的
な
批
判
の
様
式

　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
が
全
体
杜
会
に
及
ぶ
べ
き
か
そ
う
で
は
な
い
か
は
に
わ

か
に
判
断
し
か
ね
る
が
、
他
の
批
判
様
式
よ
り
も
内
在
的
な
批

判
様
式
が
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
現
代
杜
会
の
現
代

た
る
所
以
は
近
代
杜
会
の
諸
原
理
の
帰
結
と
し
て
も
た
ら
さ
れ

た
諸
間
題
が
解
決
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
ゆ
え
に
、

そ
れ
を
批
判
す
る
た
め
に
は
近
・
現
代
杜
会
の
運
動
の
論
理
に

内
在
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
二
で
、
内
在
的
な
批
判
様
式
に
つ
い
て
考
え
る
さ
い
に
参

照
さ
れ
る
べ
き
な
の
が
、
科
学
杜
会
学
に
お
け
る
「
ス
ト
ロ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
肌
）

グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で
あ
る
。

　
現
代
に
お
け
る
権
力
の
問
題
の
焦
点
の
一
つ
が
「
権
力
と
知

識
」
、
「
権
力
と
情
報
」
の
関
連
で
あ
り
、
権
力
論
の
問
題
点
が

「
科
学
的
知
識
と
権
力
」
の
関
連
に
お
い
て
も
っ
と
も
先
鋭
に

問
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
科
学
杜
会
学
の
一
提

起
が
権
力
論
に
深
く
関
わ
る
の
も
そ
れ
ほ
ど
奇
異
な
こ
と
で
は

無
い
と
一
言
え
る
。

　
そ
こ
で
、
ス
ト
ロ
ン
グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、

；
冒
で
い
え
ば
、
従
来
の
知
識
杜
会
学
の
方
法
が
、
真
理
と
虚

偽
の
区
別
（
境
界
設
定
問
題
）
に
基
づ
い
て
、
虚
偽
の
場
合
に

の
み
適
用
し
て
い
た
基
準
を
真
理
の
場
合
に
も
同
様
に
適
用
す

べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
そ
れ

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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科
学
知
識
に
つ
い
て
の
杜
会
学
が
堅
持
す
べ
き
原
則
は
、

　
一
、
因
果
的
で
あ
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
信
念
や
知
識
の
状

態
を
生
み
出
す
諸
条
件
に
関
心
を
も
つ
こ
と
。
当
然
、
信
念
を

生
み
出
す
の
を
助
け
る
、
杜
会
的
原
因
以
外
の
他
の
原
因
も
あ

り
う
る
。

　
二
、
真
偽
、
合
理
・
不
合
理
、
成
功
・
失
敗
に
関
し
て
、
ど

ち
ら
に
も
偏
ら
な
い
こ
と
。
こ
れ
ら
二
分
法
の
双
方
に
説
明
が

要
求
さ
れ
る
。

　
三
、
説
明
様
式
が
対
称
的
で
あ
る
こ
と
。
同
じ
型
の
原
因
で
、

例
え
ぱ
、
正
し
い
信
念
と
誤
っ
た
信
念
が
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ

、
つ
〇

　
四
、
反
射
的
（
自
省
的
）
で
あ
る
こ
と
。
原
則
と
し
て
、
そ

の
説
明
の
バ
タ
ー
ン
は
杜
会
学
自
身
に
適
用
可
能
で
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
。
こ
れ
は
対
称
性
の
要
求
と
同
様
、
　
一
般
的
説
明
を

探
究
す
る
と
い
う
必
要
性
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
。
さ
も
な
け

れ
ぱ
杜
会
学
は
自
ら
の
理
論
を
常
に
反
駁
す
る
も
の
に
な
っ
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
は
明
白
な
原
理
上
の
要
求
で

（
η
〕

あ
る
。

　
な
ど
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
原
則
は
主
と
し
て
自
然
科
学
的
な
知
識
の
杜
会

学
的
分
析
を
念
頭
に
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
近
代
批
判
、

権
力
批
判
と
い
う
課
題
を
遂
行
す
る
際
に
も
、
そ
の
原
則
と
す

べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ぱ
、
権
力
論

そ
の
も
の
の
知
識
（
科
学
）
杜
会
学
的
な
考
察
を
媒
介
に
し
て

初
め
て
、
内
在
的
な
権
力
批
判
が
遂
行
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　
ク
レ
ッ
グ
に
よ
れ
ぱ
、
権
力
に
関
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
理
論

の
系
譜
の
な
か
で
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
ル
ー
ク

ス
の
三
次
元
権
力
論
1
－
「
権
力
の
倫
理
学
」
、
フ
ー
コ
ー
の
「
権

力
の
、
、
、
ク
ロ
政
治
学
」
1
－
「
権
力
と
主
体
化
の
諸
様
式
」
に
関

す
る
考
察
、
ラ
ク
ロ
ー
と
ム
ヅ
フ
ェ
の
「
権
力
の
記
号
学
」
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
表
二
の
よ
う
に
な
る
。

　
い
ず
れ
の
場
合
も
、
か
な
り
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
な
る
が
、
ポ

ス
ト
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
権
力
論
を
展
望
し
よ
う
と
し
て
き
た
こ

と
が
分
か
る
。
ル
ー
ク
ス
の
場
合
が
最
も
直
接
的
に
（
ア
メ
リ

カ
）
政
治
理
論
に
お
け
る
多
元
主
義
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
権

力
論
を
一
次
元
的
権
力
論
と
し
て
批
判
対
象
に
し
て
き
た
こ
と

が
分
か
る
。
フ
ー
コ
i
の
場
合
は
寧
ろ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
や
マ
ル
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表2

分析の焦点 ルークス フーコー ラクローとムッフェ

批判対象

政
治
学
に
お
け
る
行
動
主
義

「主権的な権力」の概念とそのイデオロギー，国家に対する関係

マルクス主義的分析における本質主義

主たる分析対象

ヘゲモニー的第3次元権力としての思想のコントローノレ

従
順
な
身
体
を
作
り
だ
す
た
め
の
規
律
的
な
実
践

固定された実践における意味と表象との言説的な接合

主要概念 ヘゲモニーと責任 監視と身体化 必然的な結節点

経験的なアジェンダが焦点を絞るのは・・…・

現
存
す
る
状
態
か
ら
利
益
を
得
る
責
任
あ
る
諸
個
人
た
ち

カの働く場における低抗の拠点

言説形態において杜会的領域が「固定的」であるところ。

分析の類型 権力の倫理学 権力のミクロ政治学 権力の記号学

〔S．Clegg，Frameworks　of　Power，1989〕

〔権力にかんするラディカルな観点の比較〕p．182

セにス自フえはグにがでも　権ををのをク
1い主明1ざ多ポ排　きに権力企意主目ス
ノレれ義なコる元イ除フる自力論図識要指主
派ての関1第主ンすア　省論でし的なし義
や’主係は三義トるイす性のあてに克た空
グ「張を近次政にかカなの自るい批服と日U
ノレマす力代元治な　ノレわ問省とる判対言提
ドノレるヅ国の理つとなち題性目。対象えに
ナクrコ家権論たい潮　がとえそ象はるし

さ　理フとて主かぞのはつら　スカ義’権
せクLク近克主られ言比てみ　トのにラ国
’スの口代服義での説較きる　・記奥ク家マ主自1的しのあ理の的たと　マ号型口L
ノレ替明たなよ自る論特希と　　ノレ学的1の
ク（性ちrう明Oの権薄み　　ク（なと概
スアをは主と性ルタ性でるの　ス現本ム念
主ノレカマ体しLllをはこ　　主象質ツの
義チッノレLたをクニいあと老　義学主フ解
のユコクのし見スンかるがと　の）義工体
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剛

循力の分析枠魍み

権力の循環循環のレペル 権力の類型

路緒果
←社会関係一「担い手

義務的
遡過占

統制／競含

固定■再固定

意味と成貝の
関係を固定さ

れるルLル
促進／制隈

再生産／変

外的現境的
な偶発怪

権力付与／権力剥奪
規律と生産の
技術の革新

鮎

因果的担い手エピソー
ド的権力

関係

配置的社会統合実践の諸
ルー’レ

システム統合 促遊的支配

趾

自
省
性
を
高
め
て
き
た
と
言
え
る
。

一
一
一
権
力
論
の

「
構
造
」

　
こ
の
よ
う
な
権
力
批
判
の
自
省
性
の
高
度
化

は
何
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
派
に
の
み
固
有
の
流
れ
で

は
な
く
、
ル
ー
マ
ン
の
権
力
論
な
ど
に
見
ら
れ
、

現
代
の
権
力
論
の
一
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
リ

ベ
ラ
ル
派
の
権
力
論
に
比
較
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル

派
の
権
力
批
判
の
欠
点
と
し
て
、
権
力
論
が
体

系
的
で
は
無
い
と
い
う
点
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

そ
の
体
系
化
の
方
向
性
と
幾
つ
か
の
留
意
点
を

記
し
て
お
こ
う
。

　
一
、
権
力
論
に
批
判
的
な
契
機
を
導
入
し
、

そ
の
原
理
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
す
る
、
と
い
う
こ

と
だ
け
が
課
題
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
批
判

的
な
体
系
化
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

様
々
な
杜
会
領
域
で
ふ
る
わ
れ
る
権
力
の
相
互

関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
が
最
も
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
き
て
い
る
。
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そ
の
際
、
権
力
分
析
の
枠
組
み
を
整
理
し
た
ク
レ
ッ
グ
の
試

み
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析
の
方
法
を
解
釈
学
的
な
方
法
を
取
り

入
れ
な
が
ら
構
築
し
て
い
る
ト
ン
プ
ソ
ン
方
法
が
役
に
立
つ
と

　
　
（
泌
〕

思
わ
れ
る
。

〔
図
一
・
二
参
照
〕

　
図
一
は
縦
軸
方
向
に
ル
ー
ク
ス
の
第
一
次
（
意
図
的
）
、
第
二

次
（
偏
向
の
動
員
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
操
作
）
、
第
三
次
（
構
造
）

の
権
力
が
付
置
さ
れ
て
い
る
。
ギ
デ
ン
ス
の
構
造
化
の
理
論

（
主
体
と
構
造
の
弁
証
法
）
を
受
け
て
、
主
体
が
意
味
や
ル
ー
ル

を
形
成
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
そ
れ
が
固
定
化
さ
れ
主
体
を
拘
束
す

る
プ
ロ
セ
ス
が
循
環
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー
が
対

象
に
し
た
「
規
律
H
権
力
」
は
第
三
次
元
に
付
置
さ
れ
て
お
り
、

杜
会
秩
序
の
是
認
■
否
認
に
関
係
す
る
と
い
う
意
味
で
、
杜
会

そ
の
も
の
が
再
生
産
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
決
定
的
な
意

味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　
こ
の
図
一
は
い
わ
ば
分
析
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
よ
り
実
体

的
な
図
二
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
い
か
な
る
組
織
や
制
度
が
杜

会
秩
序
の
再
生
産
の
中
で
い
か
な
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
か
イ

メ
ー
ジ
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
（
図
一
と
図
二
は
い
う
ま
で
も

な
く
、
厳
密
に
は
重
な
ら
な
い
）
。

　
二
、
次
に
、
あ
る
杜
会
領
域
が
他
の
杜
会
領
域
を
従
属
さ
せ

る
と
い
う
意
味
で
の
支
配
（
属
領
化
、
植
民
地
化
な
ど
）
と
、

あ
る
杜
会
領
域
内
で
の
杜
会
関
係
上
の
支
配
－
従
属
関
係
と
は

区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
図
一
は
杜
会
領
域
内
で
の
秩
序
再

生
産
の
図
式
と
も
、
各
種
杜
会
領
域
間
の
秩
序
再
生
産
の
図
式

と
も
と
り
う
る
。
近
・
現
代
杜
会
に
お
い
て
、
各
種
杜
会
領
域

が
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
意
味
で
自
律
し
て
お
り
、
い
か
な
る
意

味
で
従
属
し
て
い
る
の
か
。
自
律
と
従
属
の
「
弁
証
法
的
関

．
係
」
が
問
わ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
従
属
（
相
互
依
存
）
を

強
め
つ
つ
杜
会
的
分
化
が
進
ん
で
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
一
方

的
に
分
化
が
進
行
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
図
一
．
図
二
の
相

互
関
係
は
単
な
る
矢
印
で
は
表
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
相
互

関
係
が
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
強
ま
り
つ
つ

あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
関
係
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
媒
体

は
何
か
、
媒
体
に
変
化
が
あ
る
の
か
、
関
係
が
見
え
や
す
い
の

か
、
そ
れ
と
も
、
見
え
に
く
い
の
か
、
見
え
に
く
さ
を
物
象
化

と
す
る
の
か
、
単
な
る
杜
会
的
分
化
の
結
果
と
見
る
の
か
が
、

影
響
力
、
権
、
威
、
権
力
、
意
図
、
利
害
、
構
造
的
暴
力
、
構
造
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的
権
力
、
象
徴
的
暴
力
、
象
徴
的
権
力
、
交
換
関
係
、

排
他
性
な
ど
の
タ
ー
ム
で
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

互
酬
性
、

結
語
1
「
新
し
い
杜
会
運
動
」
と
「
新
し
い
政
治

　
（
2
5
）

の
論
理
」

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
権
力
論
の
批
判
理
論
的
な
潮
流
に
根
ざ

し
な
が
ら
、
そ
の
自
省
性
と
体
系
性
を
強
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ポ
ス
ト
．
リ
ベ
ラ
ル
な
現
代
杜
会
分
析
と
し
て
、
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
％
）

「
ポ
ス
ト
．
ブ
ル
ジ
目
ア
市
民
杜
会
」
の
分
析
と
し
て
、
権
力
論

が
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
蘇
生
し
う
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。

そ
こ
で
、
最
後
に
、
低
抗
運
動
、
杜
会
運
動
と
権
力
の
関
係
に

つ
い
て
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
権
力
分
析
に
と
っ
て
、
批
判
理
論
が
も
つ
意
味
は
、
権
力
関

係
が
も
た
ら
す
低
抗
の
性
質
を
明
確
に
定
式
化
す
る
こ
と
に
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
、
そ
の
場
合
の
批
判
の
様
式
は
、

超
越
的
で
も
伝
統
的
で
も
な
く
、
内
在
的
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
権
力
作
用
と
低
抗
と
い
う
事
柄
を
離
れ
て
、
批
判

理
論
的
な
権
力
論
を
定
式
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ

う
な
批
判
理
論
の
現
代
杜
会
の
支
配
と
権
力
作
用
に
つ
い
て
の

前
提
を
う
け
て
、
ど
の
よ
う
な
「
杜
会
運
動
」
分
析
が
構
想
さ

れ
る
べ
き
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
「
反
抗
」
の
諸

形
態
が
検
出
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。

　
ま
ず
、
確
認
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
あ
る
特
定
の
杜
会
に
一

つ
の
支
配
的
な
杜
会
運
動
が
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
権
的
な
杜
会
運
動
と
い
う
も
の
は
無

い
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
必
ず

し
も
杜
会
運
動
間
に
相
互
の
連
関
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
そ
の
見
え
ざ
る
連
関
を
見
い
だ
す
の
が
「
杜
会
運
動
」
分

析
の
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
具
体
的
な
実

証
分
析
を
経
る
必
要
が
あ
る
。
分
析
に
当
た
っ
て
留
意
す
べ
き

ポ
イ
ン
ト
は

　
①
、
「
旧
来
の
杜
会
運
動
、
反
抗
、
低
抗
の
諸
形
態
」
が
何
故

に
、
急
速
に
衰
退
し
て
い
っ
た
の
か
？
そ
の
原
因
と
具
体
的
経

緯
を
、
杜
会
構
造
的
な
分
析
か
ら
導
き
出
す
と
と
も
に
、
運
動

内
在
的
な
分
析
、
運
動
そ
の
も
の
の
自
己
反
省
的
な
分
析
か
ら

も
、
導
き
出
さ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
分

析
の
手
法
と
導
き
の
糸
と
し
て
権
力
分
析
か
ら
学
ぶ
べ
き
点
は

多
い
と
思
わ
れ
る
。
「
批
判
理
論
」
が
か
つ
て
陥
っ
た
、
幾
つ
か
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の
困
難
に
つ
い
て
は
、
，
と
り
わ
け
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
（
運

動
の
歴
史
性
の
考
察
）
。

　
②
、
次
に
、
主
体
の
次
元
に
照
準
を
合
わ
せ
た
「
二
ー
ド
．

イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
イ
シ
目
ン
（
欲
求
解
釈
）
」
と
し
て
の
政
治
理

論
、
あ
る
い
は
解
釈
化
過
程
と
し
て
の
政
治
理
論
（
ナ
ン
シ

　
　
　
　
　
＾
2
7
）

1
・
フ
レ
イ
ザ
ー
）
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
運
動
を
引
き
起

こ
す
動
因
の
根
底
に
い
か
な
る
欲
求
が
あ
る
の
か
。
そ
の
解
釈

の
さ
れ
か
た
そ
の
も
の
に
政
治
性
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
少
な
く

と
も
、
欲
求
を
所
与
の
も
の
と
し
て
運
動
分
析
を
進
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
（
運
動
参
加
の
主
体
の
解
釈
学
）
。

　
③
、
次
に
、
組
織
・
戦
略
の
次
元
に
照
準
を
合
わ
せ
て
、
対

抗
的
な
運
動
組
織
や
戦
略
の
性
格
の
権
力
論
的
な
分
析
が
必
要

に
な
っ
て
こ
よ
う
。
「
新
し
い
杜
会
運
動
」
が
発
生
し
て
き
た

原
因
の
一
つ
に
従
来
の
運
動
組
織
や
戦
略
が
も
っ
て
い
た
組
織

性
や
権
力
性
に
対
す
る
反
発
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
生
成
し
て

き
た
運
動
組
織
が
い
か
な
る
意
味
で
間
題
を
克
服
し
て
き
た
の

か
、
あ
る
い
は
行
き
詰
ま
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
の
分
析
は
不

可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
新
し
い
運
動
組
織
．
戦
略
の
分

析
）
。
ま
た
、
戦
略
的
空
言
説
の
記
号
論
的
な
分
析
も
重
要
な

課
題
で
あ
る
（
戦
略
の
「
権
力
の
記
号
論
」
的
分
析
）
。

　
④
、
最
後
に
、
杜
会
統
制
の
手
段
と
杜
会
運
動
の
行
使
す
る

手
段
の
「
非
同
一
性
」
な
い
し
、
「
非
均
衡
性
」
に
つ
い
て
の
分

析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
無
く
、
杜
会
運
動
は
、
他

の
杜
会
現
象
か
ら
孤
立
的
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
り

わ
け
、
杜
会
統
制
の
あ
り
方
と
の
関
連
は
最
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

そ
の
際
に
、
杜
会
運
動
が
対
抗
的
に
振
る
う
諸
手
段
が
、
杜
会

統
制
の
手
段
と
同
じ
な
の
か
違
う
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て

の
自
省
的
な
考
察
が
不
可
欠
で
あ
る
。
（
杜
会
運
動
と
杜
会
統

制
に
つ
い
て
の
ス
ト
ロ
ン
グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
。

　
こ
の
よ
う
な
分
析
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権

力
分
析
と
杜
会
運
動
分
析
は
「
新
し
い
政
治
の
論
理
」
の
導
出

に
嵜
与
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
（
1
）
　
A
．
ト
ウ
レ
ー
ヌ
『
ポ
ス
ト
杜
会
主
義
』
、
平
田
清
明
他

　
　
訳
、
新
泉
杜
、
一
九
八
二
年
。
C
．
B
．
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン

　
　
『
自
由
民
主
主
義
は
生
き
残
れ
る
か
』
、
田
口
富
久
治
訳
、
岩
波

　
　
書
店
、
一
九
七
七
H
一
九
七
八
年
。
U
－
o
員
　
竃
o
宗
一
艮

　
　
U
o
昌
o
o
冨
ξ
㌔
o
睾
き
畠
o
。
べ
．
山
口
定
『
政
治
体
制
』
、
東
大
出

　
　
版
会
、
一
九
八
九
年
、
な
ど
参
照
。

　
（
2
）
　
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
『
歴
史
の
終
焉
（
上
．
下
）
』
、
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渡
辺
昇
一
訳
、
三
笠
書
房
、
一
九
九
二
年

（
3
）
　
新
田
俊
三
編
薯
『
国
境
を
越
え
た
杜
会
民
主
主
義
』
、
日
本

　
評
論
杜
、
一
九
九
一
年

（
4
）
　
田
口
富
久
治
編
老
『
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
』
、
青
木

　
書
店
、
一
九
八
九
年

（
5
）
　
、
ミ
ヅ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
監
獄
の
誕
生
』
、
田
村
傲
訳
、

　
新
潮
社
、
一
九
七
五
年
H
一
九
七
八
年
、
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク

　
ロ
ー
＆
シ
ャ
ン
タ
ル
．
ム
ッ
フ
ェ
『
ポ
ス
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義

　
と
政
治
』
、
山
崎
カ
ヲ
ル
他
訳
、
大
村
書
店
、
一
九
八
五
年
“
一

　
九
九
一
年
、
z
彗
ξ
軍
舅
貝
q
昌
巨
く
串
凹
〔
巨
8
9
o
邑
く
雫

　
等
く
o
｛
竃
一
昌
①
ω
o
訂
睾
霧
ω
一
岩
o
。
岨
．
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
バ
ー

　
マ
ス
、
オ
ヅ
フ
ェ
な
ど
の
「
批
判
的
公
共
性
論
」
は
「
杜
会
民

　
主
主
義
」
と
の
同
質
性
・
接
合
関
係
を
示
し
て
い
る
。
ハ
バ
i

　
マ
ス
『
コ
、
ミ
ュ
ニ
ケ
シ
目
ン
行
為
の
理
論
』
、
河
上
倫
逸
他
訳
、

　
未
来
社
、
一
九
八
五
年
、
ク
ラ
ゥ
ス
・
オ
ッ
フ
ェ
『
後
期
資
本

　
主
義
シ
ス
テ
ム
論
』
、
寿
福
真
美
編
訳
、
法
政
大
学
出
版
会
、
一

　
九
八
八
年
な
ど
。

（
6
）
　
比
較
福
祉
杜
会
論
・
比
較
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
の
研
究

動
向
に
つ
い
て
は
、
邦
語
の
文
献
と
し
て
は
、
井
戸
正
伸
「
『
資

本
主
義
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
』
の
可
能
性
」
、
『
思
想
』
、
署
O
・
S
9

岩
8
昌
・
岩
波
書
店
。
井
戸
正
伸
「
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
マ

　
ク
ロ
経
済
実
績
－
諸
理
論
の
批
判
的
検
討
と
一
試
論
－
」
、
『
行

動
科
学
研
究
』
、
第
三
一
号
、
一
九
九
一
年
。
宮
本
太
郎
「
福
祉

　
国
家
の
形
成
と
類
型
－
比
較
福
祉
国
家
研
究
序
説
1
L
『
法
学

　
新
報
』
、
第
九
五
巻
一
一
・
一
二
号
、
一
九
八
九
年
。
宮
本
太
郎

　
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
治
文
化
の
歴
史
的
形
成
－
比
較
分
析
の
視

　
点
か
ら
－
」
『
法
学
新
報
』
、
第
九
六
巻
第
五
号
、
一
九
九
〇
年
、

　
石
田
徹
「
福
祉
国
家
と
社
会
主
義
」
『
年
報
政
治
学
　
一
九
八
七

　
年
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
。
武
川
正
吾
「
『
福
祉
国
家
の

　
危
機
』
そ
の
後
」
、
『
社
会
政
策
の
社
会
学
』
、
東
大
出
版
会
、
一

　
九
八
九
年
な
ど
参
照
。
欧
米
の
も
の
と
し
て
は
、
↓
τ
監

　
巽
o
名
0
F
雰
冨
『
軍
向
毒
冨
一
冒
①
巨
g
丙
亮
ω
g
①
昌
｛
實

　
（
①
O
ω
・
）
　
｝
ユ
コ
①
q
ぎ
σ
q
け
庁
①
ω
一
與
↓
①
巾
印
o
斤
－
貝
O
印
自
一
σ
『
己
口
q
①
一
⊆
目
－
一

　
き
冨
岸
く
卑
霧
9
H
竃
蜆
1
↓
ケ
①
ま
ω
斥
o
8
o
ポ
＞
目
冒
ω
｝
o
5

　
0
二
〇
員
－
≦
印
『
困
凹
『
9
ミ
①
マ
（
①
o
9
）
↓
－
①
｝
o
＝
饒
o
ω
o
｛
o
o
o
α
巴

　
勺
o
＝
ξ
弐
苧
o
q
葦
＆
ω
＄
訂
ω
一
軍
ぎ
8
↓
昌
q
邑
き
易
ξ

　
勺
冨
躬
し
竃
o
o
1
彗
一
g
器
一
ω
ゴ
頸
一
①
メ
↓
訂
ω
o
o
宣
－
U
①
昌
o
o
冨
一
ざ

　
竃
o
ま
；
邑
思
く
冒
｝
↓
ミ
o
、
需
烏
『
き
o
易
．
o
｛
8
昌
君
轟
－

　
一
」
く
①
宛
o
ω
①
｛
『
o
＝
o
目
一
7
①
奉
①
旨
凹
『
①
ω
け
団
一
P
O
o
昌
O
印
『
與
ご
く
o

　
ω
o
〔
邑
宛
窃
＄
篶
F
＜
〇
一
．
9
－
竃
ω
年
一
睾
篶
①
ミ
①
卑
①
昌
一
＞

○
昌
o
§
芽
①
。
。
巨
身
9
9
・
o
§
萎
忌
至
。
君
旨
戸

＞
ω
戸
H
竃
ガ
＜
〇
一
．
塞
（
』
昌
①
一
轟
㌣
N
違
）
、
な
ど
参
照
。

（
7
）
　
マ
ン
ハ
イ
ム
に
つ
い
て
は
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ

　
ア
』
、
高
橋
徹
訳
、
中
央
公
論
杜
、
一
九
七
一
年
、
参
照
。
マ
ン

　
ハ
イ
ム
は
、
ま
ず
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
概
念
を
全
体
的
／
部
分
的
に

分
け
た
上
で
、
前
老
を
さ
ら
に
普
遍
的
／
特
殊
的
に
区
分
し
て
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い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
マ
ク
ロ
政
治
思
想
と
し
て
念
頭
に
あ
る

　
の
は
社
会
主
義
、
社
会
民
主
主
義
、
自
由
民
主
主
義
、
ア
ナ
ー

　
キ
ズ
ム
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
分
析
の
道
具
と
し
て

「
科
学
的
社
会
主
義
」
、
「
批
判
的
杜
会
理
論
」
、
「
批
判
的
合
理
主

義
」
「
多
元
主
義
的
政
治
理
論
」
、
「
行
動
主
義
的
実
証
主
義
」
な

　
ど
を
生
み
出
し
て
き
た
。

（
8
）
　
川
崎
修
「
『
現
代
思
想
』
と
政
治
学
」
『
モ
ダ
ー
ン
と
ポ
ス

　
ト
・
モ
ダ
ー
ン
　
知
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
叢
書
　
一
』
、
木
鐸
杜
、

　
一
九
九
二
年
。

（
9
）
　
篠
原
一
編
薯
『
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ヅ
ク
ス
』
、
総

　
合
労
働
研
究
所
、
一
九
八
五
年
。

（
1
0
）
　
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
ら
の
「
権
威
主
義
的
国
家
形
態
」
と
い
う

　
規
定
も
明
確
な
規
定
で
は
な
い
。
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
『
国
家
．
権

　
力
・
杜
会
主
義
』
、
田
中
正
人
訳
、
ユ
ニ
テ
、
一
九
七
九
年
1
1
一

　
九
八
四
年
。

（
u
）
　
特
に
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
や
フ
ェ
、
・
、
ニ
ズ
ム
理
論
に

　
お
け
る
権
力
論
は
「
権
力
作
用
論
」
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
は
山
田
富
秋
、
好
井
裕
明

　
『
排
除
と
差
別
の
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
』
、
新
曜
杜
、
一
九
九

　
一
年
。
ま
た
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
に
お
け
る
権
力
作
用
論
に

　
つ
い
て
は
江
原
由
美
子
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
権
力
作
用
』
、
動
草

　
書
房
、
一
九
九
〇
年
参
照
。

（
1
2
）
　
政
治
思
想
と
権
力
論
の
関
係
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
整
理

　
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ツ
・
ノ
イ
マ
ン
『
政
治
権
力
と
人
問
の
自

　
由
』
、
内
山
秀
夫
他
訳
、
河
出
書
房
新
杜
、
一
九
五
七
1
1
一
九
七

　
一
年
、
第
一
章
参
照
。

（
1
3
）
　
宗
教
的
な
批
判
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
第
一
世
代
に
よ

　
る
批
判
な
ど
が
念
頭
に
あ
る
。

（
1
4
）
　
杜
会
民
主
主
義
的
な
現
代
社
会
批
判
、
現
代
資
本
主
義
批

　
判
に
典
型
的
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
A
．
グ
ー
ル
ド
ナ
ー
、
今
田
高
俊
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
な
ど

　
が
念
頭
に
あ
る
。

（
1
6
）
　
K
、
ポ
バ
ー
に
つ
い
て
は
K
．
ポ
バ
ー
『
歴
史
主
義
の
貧

　
困
』
、
中
央
公
論
杜
、
一
九
五
七
年
”
一
九
六
一
年
、
参
照
。
ま

　
た
、
批
判
理
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
K
、
ポ
バ
ー
／
T
．

　
ア
ド
ル
ノ
他
『
杜
会
科
学
の
理
論
』
、
河
出
書
房
新
杜
、
一
九
七

　
九
年
参
照
。

（
1
7
）
　
D
．
ベ
ル
『
脱
産
業
杜
会
の
到
来
』
、
内
田
忠
夫
他
訳
、
ダ

　
イ
ヤ
モ
ン
ド
杜
、
一
九
七
五
年
、
同
『
資
本
主
義
の
文
化
的
矛

　
盾
』
、
林
雄
二
郎
訳
、
講
談
杜
、
一
九
七
六
H
一
九
七
七
年
。

（
1
8
）
　
フ
ー
コ
ー
と
社
会
理
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
ジ
ヨ
ン
．

　
ラ
イ
ク
マ
ン
『
ミ
ヅ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
　
権
力
と
自
由
』
、
田

・
村
傲
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
1
1
一
九
八
七
年
、
チ
ャ
ー

　
ル
ズ
・
レ
マ
ー
ト
＆
ガ
ー
ス
・
ギ
ラ
ン
『
ミ
ヅ
シ
ェ
ル
．
フ
ー

　
コ
ー
　
社
会
理
論
と
侵
犯
の
営
み
』
、
滝
本
往
人
他
訳
、
日
本
エ

　
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
八
二
H
一
九
九
一
年
、
な

螂3



　
ど
参
照
。

（
1
9
）
　
山
田
富
秋
他
、
前
掲
書
。

（
2
0
）
　
本
稿
o
．
畠
o
参
照

（
2
1
）
　
D
．
ブ
ル
ア
ー
、
『
数
学
の
杜
会
学
』
、
佐
々
木
力
他
訳
、

培
風
館
、
一
九
七
六
年
H
一
九
八
五
年
、
B
．
バ
ー
ン
ズ
『
杜

会
的
現
象
と
し
て
の
科
学
』
、
川
出
由
已
訳
、
吉
岡
書
店
、
一
九

　
八
五
年
1
1
一
九
八
七
年
。
バ
ー
ン
ズ
の
権
力
論
と
し
て
は
、

　
｝
胃
q
｝
胃
冒
9
↓
冨
之
箒
膏
①
o
｛
勺
o
峯
①
5
勺
o
－
－
昌
｝
鳥
ω
9

　
岩
o
o
o
o
．

（
2
2
）
　
D
．
ブ
ル
ア
ー
、
前
掲
書
、
戸
↓
参
照
。

（
2
3
）
　
ω
．
宛
．
Ω
晶
堕
　
｝
冨
昌
ミ
◎
寿
ω
　
o
｛
　
勺
o
幸
胃
一
ω
＞
O
向

　
｝
旦
昌
＝
s
巨
o
易
二
竃
p
o
p
畠
N

（
2
4
）
　
ω
．
宛
．
O
－
①
胴
血
q
し
暫
P
勺
P
N
H
ト
一
－
｝
．
H
ご
o
∋
o
ω
o
貝
－
o
＾
w
o
－
・

　
○
撃
四
目
庄
書
o
匝
①
『
目
〇
一
』
犀
目
『
P
勺
o
－
岸
き
－
㊤
㊤
o

（
2
5
）
　
エ
ル
ネ
ス
ト
ニ
フ
ク
ロ
ー
＆
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
ッ
フ
ェ
、

前
掲
訳
、
参
照
。

（
2
6
）
　
高
橋
徹
『
現
代
ア
メ
リ
カ
知
識
人
論
』
、
新
泉
杜
、
一
九
八

　
七
年
参
照
。

（
2
7
）
　
Z
固
篶
く
｝
冨
ω
萬
一
∈
弓
巨
く
軍
讐
o
巨
8
9
0
邑
毒
冨
岸
く
o
｛

竃
一
…
鶉
o
s
甲
①
捗
岩
o
．
o
年
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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