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マ
ス
・
ル
'
ク
マ
ン
の
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
" 

̶
̶

社
会
科
学
の
認
識
論
的
再
帰
性
と
現
象
学̶

̶
 

⾼
⾋
 

賢 
 

⼀
 

問
題
意
識̶

̶
ド
イ
ツ
語
圏
の
知
識
社
会
学 

 

⼀
九
五
九
年
に
死
去
し
た
ア
ル
フ
レ
.
ト
・
シ
2
3
ツ
の
理
論
は
︑
彼
の
﹃
著
作
集
﹄
の
出
版
に
よ
C
て

世
界
的
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
C
た
︒ア
メ
リ
カ
で
は
シ
2
3
ツ
か
ら
着
想
を
得
た
ハ
ロ
ル
ド
・
ガ
.
フ
]

ン
ケ
ル
が
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
.
を
創
始
し
︑
⽇
本
で
も
﹁
現
象
学
的
社
会
学
﹂﹁
意
味
学
派
﹂
と
い
C
た

名
称
の
下
で
シ
2
3
ツ
受
容
が
進
ん
だ
︒シ
2
3
ツ
の
理
論
が
⼀
九
六
〇
年
代
以
降
の﹁
反
パ
.
ソ
ン
ズ
﹂

の
⽂
脈
で
受
容
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
︑
そ
の
批
判
も
含
め
︑
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
︵cf. 

⻄
原 

⼀
九

九
六
︶︒ 

し
か
し
︑
シ
2
3
ツ
理
論
の
継
承
と
発
展
に
関
し
て
は
︑
も
う
⼀
つ
の
系
譜
が
存
在
す
る
︒
そ
れ
は
ド
イ

ツ
語
圏
の
知
識
社
会
学
︵W

issenssoziologie

︶
の
展
開
で
あ
る
︒
ピ
.
タ
.
・
バ
.
ガ
.
と
の
共
著
﹃
現

実
の
社
会
的
構
築
﹄︵Berger and Luckm

ann 1966

°
⼆
〇
〇
三
︶
で
シ
2
3
ツ
現
象
学
に
基
づ
い
た
知

識
社
会
学
を
打
ち
⽴
て
た
ト
.
マ
ス
・
ル
3
ク
マ
ン
︵
１
︶
は
︑
⼀
九
七
〇
年
に
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
⼤
学
に
着
任

し
て
以
来
︑ド
イ
ツ
語
圏
で
の
シ
2
3
ツ
受
容
に
⼤
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
︒ル
3
ク
マ
ン
を
中
⼼
と
す

る
研
究
者
群
は
︑
し
ば
し
ば
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
学
派
と
も
呼
ば
れ
る
︵
２
︶︒
こ
の
半
世
紀
の
間
に
シ
2
3
ツ
と

ル
3
ク
マ
ン
を
起
点
と
し
て
ド
イ
ツ
語
圏
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
研
究
は
︑
⽇
本
に
お
い
て
は
⽬
下
ほ
ぼ
全

く
知
ら
れ
て
い
な
い
︵
３
︶︒
こ
の
⽋
落
は
︑
シ
2
3
ツ
理
論
を
批
判
的
に
継
承
し
発
展
さ
せ
る
う
え
で
看
過

で
き
な
い
障
害
と
な
C
て
い
る
︒﹁
反
パ
.
ソ
ン
ズ
﹂
問
題
の
磁
場
か
ら
離
れ
た
現
象
学
的
社
会
理
論
の
系

譜
の
ひ
と
つ
が
︑
⽇
本
で
は
埋
も
れ
た
ま
ま
に
な
C
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

そ
こ
で
本
稿
は
︑
こ
う
し
た
研
究
の
⽋
落
を
補
う
作
業
の
⼀
環
と
し
て
︑
ル
3
ク
マ
ン
の
﹁
プ
ロ
ト
ソ
シ

オ
ロ
ジ
.
﹂
お
よ
び
﹁
社
会
科
学
の
認
識
論
的
再
帰
性
﹂
を
検
討
す
る
︒
ル
3
ク
マ
ン
は
︑
シ
2
3
ツ
現
象

学
を
経
験
科
学
と
し
て
の
社
会
学
に
対
す
る
基
礎
学
と
し
て
位
置
づ
け
︑
こ
れ
を
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.

と
呼
ん
で
い
る
︒
こ
の
⽴
場
は
シ
2
3
ツ
解
釈
と
し
て
ド
イ
ツ
語
圏
で
広
く
受
容
さ
れ
て
い
る
︵Eberle 

2012

︶︒
ま
た
︑
認
識
論
的
再
帰
性
と
は
︑
社
会(

科)

学
と
そ
の
研
究
対
象
で
あ
る
社
会
的
世
界
と
の
間
の

循
環
関
係
の
こ
と
で
あ
る
︒
認
識
主
体
で
あ
る
社
会
科
学
者
は
認
識
対
象
と
共
に
社
会
的
世
界
に
属
し
て

お
り
︑
社
会
的
世
界
に
お
け
る
コ
ミ
2
ニ
ケ
.
シ
'
ン
が
社
会
科
学
的
認
識
の
前
提
条
件
と
な
C
て
い
る
︒

プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
は
︑
認
識
論
的
再
帰
性
の
構
造
を
社
会
科
学
が
反
省
的
に
解
明
す
る
た
め
の
出
発

点
を
提
供
す
る
︒ 

認
識
論
的
再
帰
性
の
問
題
に
対
す
る
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
の
意
義
は
何
か
︒
こ
れ
が
本
稿
の
リ
サ
.

チ
・
ク
エ
ス
チ
'
ン
で
あ
る
︒社
会
科
学
に
お
い
て
認
識
主
体
と
認
識
対
象
が
共
に
社
会
的
世
界
に
属
し
て

い
る
と
い
う
事
実
⾃
体
は
︑
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
を
理
論
的
・
経
験
的
に
解
明
す
べ
き

現
象
と
し
て
措
定
す
る
と
き
︑
私
た
ち
は
利
⽤
可
能
な
⽅
法
が
体
系
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
と
は
⾔
え
な

い
現
状
に
直
⾯
す
る
︵
４
︶︒
ル
3
ク
マ
ン
の
論
理
構
成
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
︵
現

象
学
︶
が
有
⼒
な
⽅
法
の
⼀
つ
で
あ
る
こ
と
が
⽰
さ
れ
る
︒ 

こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
の
再
評
価
は
︑
⽇
本
の
み
な
ら
ず
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い

て
も
⼗
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
︒
極
端
で
は
あ
る
が
︑
ヨ
.
・
ラ
イ
ヒ
U
ル
ツ
の
よ
う
に
︑
現
実
の
社
会

Ken Takakusa
これは著者最終稿（校正前原稿）です。
実際に出版された原稿とは、一部文章が異なります。
引用の際は必ず出版された原稿を参照して下さい。
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的
構
築
の
理
論
を
継
承
す
る
研
究
者
︵﹁
第
⼆
世
代
と
第
三
世
代
の
﹃
社
会
構
築
主
義
者
﹄
た
ち
﹂︶
は
少
数

の
例
外
を
除
け
ば
ル
3
ク
マ
ン
の
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
を
継
承
・
展
開
し
て
は
い
な
い
︑と
主
張
す
る
者

さ
え
い
る
︵Reichertz 2013: 60

︶︒
ま
た
フ
.
ベ
ル
ト
・
ク
ノ
.
ブ
ラ
オ
ホ
の
よ
う
に
︑﹁
社
会
的
現
実

の
普
遍
学
﹂
と
し
て
の
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
を
批
判
し
﹁
関
係
性
﹂
を
起
点
と
す
る
社
会
理
論
を
構
築
す

る
試
み
も
あ
る
︵Knoblauch 2020

︑
ド
イ
ツ
語
版
原
著
は
⼆
〇
⼀
七
年
︶︒
本
稿
も
ク
ノ
.
ブ
ラ
オ
ホ
と

同
じ
く
﹁
普
遍
学
﹂
の
構
想
に
は
⼀
定
の
留
保
が
必
要
だ
と
す
る
⽴
場
で
あ
る
︵
五
節
参
照
︶︒
し
か
し
本

稿
が
⽬
指
す
の
は
︑プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
の
放
棄
で
は
な
く
︑理
論
的
基
礎
と
科
学
論
的
基
礎
を
同
時
に

探
究
す
る
社
会
理
論
の
構
想
を
継
承
す
る
こ
と
で
あ
る
︒こ
の
継
承
の
⽅
向
性
は
︑認
識
論
的
再
帰
性
の
問

題
か
ら
現
象
学
的
社
会
理
論
の
系
譜
を
⾒
る
こ
と
で
初
め
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
︒ 

 ⼆
 

﹁
社
会
科
学
の
危
機
﹂
と
認
識
論
的
再
帰
性 

 

本
節
で
は
︑
ル
3
ク
マ
ン
が
経
験
科
学
と
し
て
の
社
会
学
の
基
礎
学
と
し
て
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
を

提
唱
す
る
際
の
問
題
意
識
を
確
認
す
る
︒
本
節
と
次
節
で
主
に
扱
う
テ
ク
ス
ト
は
︑
⼀
九
七
三
年
の
﹁
哲

学
・
科
学
・
⽇
常
⽣
活
﹂︵Luckm

ann [1973] 1983
°
⼀
九
⼋
九
︶︑
同
じ
く
⼀
九
七
三
年
の
﹁
社
会
的

コ
ミ
2
ニ
ケ
.
シ
'
ン
の
理
論
の
諸
相
﹂︵Luckm

ann [1973] 2007

︶︑
お
よ
び
⼀
九
七
九
年
の
﹁
現
象

学
と
社
会
学
﹂︵Luckm

ann 1979

︶
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
で
は
︑
社
会
科
学
的
認
識
の
前
提
構

造
を
問
う
学
と
い
う
意
味
で
の
社
会
科
学
認
識
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒ 

 

⼆
・
⼀
 

社
会
科
学
に
お
け
る
認
識
論
的
再
帰
性 

社
会
科
学
に
と
C
て
社
会
的
世
界
は
⼆
重
の
地
位
を
有
し
て
い
る
︒第
⼀
に
︑社
会
的
世
界
は
社
会
科
学

の
認
識
対
象
で
あ
る
︒
社
会
科
学
に
求
め
ら
れ
る
の
は
︑
社
会
的
世
界
の
現
象
を
記
述
し
︑
測
定
し
︑
説
明

す
る
こ
と
で
あ
り
︑そ
の
際
に
社
会
科
学
は
社
会
的
世
界
を
質
的
な
い
し
量
的
な
デ
.
タ
と
し
て
扱
う
︒第

⼆
に
︑社
会
科
学
者
も
ま
た
社
会
的
世
界
の
中
で
⽣
き
て
い
る
⼈
間
で
あ
る
︒社
会
科
学
者
は
そ
の
⽣
活
史

の
中
で
⽇
常
⽣
活
と
社
会
的
現
実
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
習
得
し
て
き
た
⼈
間
で
あ
り
︑
他
者
と

コ
ミ
2
ニ
ケ
.
シ
'
ン
を
⾏
う
⼈
間
で
あ
り
︑
さ
ら
に
科
学
者
と
し
て
社
会
的
現
実
か
ら
﹁
知
る
に
値
す

る
﹂︵W

eber 1904

°
⼀
九
九
⼋
︶
も
の
を
選
択
す
る
⼈
間
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
全
て
が
︑
社
会
科
学

的
認
識
の
前
提
条
件
と
な
C
て
い
る
︒ 

こ
の
⼆
重
性
を
ル
3
ク
マ
ン
は
﹁
認
識
論
的
再
帰
性
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒
ル
3
ク
マ
ン
は
認
識
論
的
再
帰

性
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
︒ 

 

こ
こ
で
社
会
科
学
に
と
C
て
あ
る
問
題
が
⽣
じ
る
︒す
な
わ
ち
︑⽇
常
⽣
活
は
社
会
科
学
の
対
象
で

あ
る
が
︑
科
学
的
コ
ミ
2
ニ
ケ
.
シ
'
ン
は
⽇
常
⽣
活
の
コ
ミ
2
ニ
ケ
.
シ
'
ン
に
基
づ
い
て
い
る
︑

と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
コ
ミ
X
ニ
ケ
"
シ
[
ン
が
科
学
の
前
提
か
つ
対
象
で
あ
る
と
い
う
循
環
は
避

け
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
私
た
ち
が
社
会
科
学
の
認
識
論
的
再
帰
性
︵epistem

ologische 
Reflexivität der Sozialwissenschaft

︶
に
つ
い
て
語
る
と
き
︑
私
た
ち
は
明
ら
か
に
こ
の
循
環
に
関

わ
C
て
い
る
の
で
あ
る
︒
社
会
的
現
実
に
関
す
る
理
論
化
は
当
の
現
実
を
前
提
と
す
る―

―

理
論
的

反
省
の
対
象
と
し
て
の
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑主
観
的
過
程
と
し
て
の
そ
れ
も
︑前
提
と
す
る
の
で
あ

る
︒︵Luckm

ann 1979: 201

 
強
調
は
引
⽤
者
︶ 
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ル
3
ク
マ
ン
の﹁
コ
ミ
2
ニ
ケ
.
シ
'
ン
﹂は﹁
意
識
の
レ
ベ
ル
と
社
会
の
レ
ベ
ル
の
中
間
﹂︵Luckm

ann 
[1973] 2007: 92

︶
で
⽣
じ
る
相
互
⾏
為
を
︵
⾔
語
的
・
⾮
⾔
語
的
︑
直
接
的
・
間
接
的
を
問
わ
ず
︶
す
べ

て
含
ん
で
い
る
が
︑本
稿
が
と
り
わ
け
注
⽬
す
る
の
は
コ
ミ
2
ニ
ケ
.
シ
'
ン
に
お
け
る
知
識
で
あ
る
︒コ

ミ
2
ニ
ケ
.
シ
'
ン
過
程
は
︑
知
識
の
獲
得
・
使
⽤
・
伝
達
・
産
出
に
関
わ
る
社
会
的
過
程
で
あ
る
︒
コ
ミ

2
ニ
ケ
.
シ
'
ン
が
社
会
科
学
の
前
提
で
あ
る
の
は
︑
社
会
科
学
者
⾃
⾝
が
そ
う
し
た
社
会
的
過
程
に
初

め
か
ら
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒ 

﹁
社
会
科
学
の
認
識
論
的
再
帰
性
﹂
と
い
う
標
題
の
下
に
⽰
さ
れ
る
⼆
重
性
あ
る
い
は
循
環
関
係
は
︑

﹁
⼀
次
的
構
成
と
⼆
次
的
構
成
﹂︵
シ
2
3
ツ
︶︑﹁
⼆
重
の
解
釈
学
﹂︵
ギ
デ
ン
ズ
︶︑﹁
セ
カ
ン
ド
・
オ
.
ダ

.
の
観
察
﹂︵
ル
.
マ
ン
︶
な
ど
と
い
C
た
⽤
語
で
す
で
に
社
会
学
者
の
間
に
浸
透
し
て
い
る
︒
ル
3
ク
マ

ン
の
場
合
︑
社
会
科
学
の
認
識
論
的
再
帰
性
と
い
う
前
提
を
反
省
的
に
吟
味
す
る
こ
と
が
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ

ロ
ジ
.
の
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
さ
れ
る
︒プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
に
つ
い
て
は
︑次
節
で
詳
し
く
検
討
す

る
︒ 

 

⼆
・
⼆
 

﹁
社
会
科
学
の
危
機
﹂
と
は
何
か 

ル
3
ク
マ
ン
が
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
を
提
唱
す
る
際
の
問
題
背
景
と
な
C
て
い
る
の
が
︑﹁
社
会
科
学

の
危
機
﹂
で
あ
る
︒
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
3
サ
.
ル
に
よ
れ
ば
︑
ガ
リ
レ
オ
以
降
の
⾃
然
科
学
が
⾃
然
と
い
う

対
象
の
数
学
化
・
形
式
化
を
極
限
ま
で
押
し
進
め
︑
⽣
世
界
︵Lebenswelt

︶
に
﹁
理
念
の
⾐
﹂
を
覆
い
か

ぶ
せ
た
こ
と
で
︑
科
学
は
⽣
世
界
と
い
う
基
盤
を
忘
却
し
﹁
危
機
﹂
に
陥
C
た
︵H

usserl 1954

°
⼀
九
九

五
︶︒
ル
3
ク
マ
ン
は
フ
3
サ
.
ル
に
な
ら
い
︑
社
会
科
学
に
認
識
論
的
反
省
︵
５
︶
が
⽋
落
し
た
状
態
を
﹁
社

会
科
学
の
危
機
﹂
と
呼
ぶ
︒ 

 

﹇
社
会
的
現
実
と
社
会
科
学
に
お
け
る
認
識
論
的
再
帰
性
の
源
泉
と
帰
結
に
つ
い
て
の
﹈
そ
う
し

た
反
省
が
な
け
れ
ば
︑
科
学
⼀
般
の
意
義
︵relevance

︶︑
と
り
わ
け
社
会
科
学
の
意
義
を
仮
定
す
る

こ
と
は
で
き
て
も
︑
こ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
し
て
︑
そ
の
意
義
を
説
明
で
き
な
い
こ

と
が
︑
危
機
の
兆
候
な
の
で
あ
る
︒︵Luckm

ann 1983: 31

°
⼀
九
⼋
九
Ö
六
三
 

訳
⽂
は
⼀
部
変

更
︶ 

 

他
の
多
く
の
社
会
理
論
家
と
同
様
に
︑
ル
3
ク
マ
ン
も
﹁
統
⼀
科
学
﹂
を
志
向
す
る
論
理
実
証
主
義
を
こ

の
危
機
の
⼀
事
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
︒し
か
し
︑批
判
さ
れ
る
の
は
⾃
然
科
学
を
模
範
と
す
る
科
学
観
だ

け
で
は
な
い
︒
ル
3
ク
マ
ン
は
﹁
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
﹂
な
い
し
﹁
観
念
論
﹂
の
⽴
場̶

̶

そ
こ
で
⾔
及
さ
れ

て
い
る
の
は
歴
史
主
義
者
︑
デ
]
ル
タ
イ
︑
新
カ
ン
ト
派
︑
ウ
]
ン
チ
︑﹁
批
判
的
社
会
学
﹂︑
ネ
オ
マ
ル
ク

ス
主
義
な
ど
で
あ
る̶

̶

も
ま
た
︑
社
会
科
学
の
危
機
の
事
例
と
し
て
挙
げ
る
︵Luckm

ann [1973] 
1983: 16

°
⼀
九
⼋
九
Ö
三
九
︶︒
あ
ま
り
に
雑
多
な
⽴
場
・
⼈
物
が
﹁
観
念
論
﹂
の
括
り
に
押
し
込
め
ら

れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
は
不
問
と
し
よ
う
︒ 

本
稿
に
お
い
て
重
要
な
の
は
︑
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
と
し
て
の
現
象
学
が
要
請
さ
れ
た
背
景
に
科
学

論
的
・
認
識
論
的
問
題
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒科
学
は
い
か
な
る
⼿
続
き
に
よ
C
て
知
を
産
出
す

る
の
か
︑
認
識
論
的
再
帰
性
を
前
提
条
件
と
す
る
社
会
科
学
が
知
を
⽣
み
出
す
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能

か
︑⽇
常
知
と
科
学
知
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
︑等
々
の
問
題
が
こ
こ
で
は
体
系
的
に
解
明
さ
れ

る
べ
き
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
の
問
題
は
シ
2
3
ツ
に
と
C
て
の
中
⼼
的
問
題

で
あ
C
た
︵
⾼
⾋ 

⼆
〇
⼆
〇
︶︒
シ
2
3
ツ
の
遺
稿
を
も
と
に
し
た
﹃
⽣
世
界
の
構
造
﹄︵Schütz und 
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Luckm
ann [1979/1984] 2003

°
⼆
〇
⼀
五
︶
の
編
纂
過
程
で
ル
3
ク
マ
ン
が
⽅
法
論
に
関
す
る
原
稿

を
除
外
し
た
こ
と
や
︑
ル
3
ク
マ
ン
⾃
⾝
が
そ
の
後
の
著
作
で
科
学
論
を
体
系
的
に
展
開
し
て
い
な
い
こ

と
に
起
因
し
て
︑
シ
2
3
ツ−

ル
3
ク
マ
ン
の
科
学
論
的
問
題
の
継
承
は
現
在
で
は
議
論
さ
れ
る
こ
と
が

少
な
く
な
C
て
い
る
︒
し
か
し
︑
科
学
論
に
照
準
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑
ル
3
ク
マ
ン
の
業
績
を
﹃
現
実
の

社
会
的
構
築
﹄︵
お
よ
び
そ
の
経
験
的
研
究
⽅
法
へ
の
拡
張
と
し
て
の
﹁
コ
ミ
2
ニ
ケ
.
シ
'
ン
・
ジ
!
ン

ル
分
析
﹂︶
に
限
局
し
な
い
形
で
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
︒ 

 三
 

プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
"
の
論
理
構
成 

 

本
節
で
は
︑ル
3
ク
マ
ン
の
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
の
理
論
構
成
を
明
ら
か
に
す
る
︒プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ

ジ
.
と
い
う
名
称
は
︑
パ
ウ
ル
・
ロ
.
レ
ン
ツ
U
ン
や
ペ
.
タ
.
・
ヤ
ニ
3
ヒ
ら
の
﹁
原
物
理
学

︵Protophysik

︶﹂
に
由
来
す
る
︵Lu ckm

ann [1973] 1983

°
⼀
九
⼋
九
︑ 1990

︶︒
こ
こ
でproto

と

い
う
接
頭
辞
が
意
味
す
る
の
は
︑
経
験
科
学
の
概
念
構
築
に
論
理
的
に
先
⾏
す
る
次
元
を
探
究
す
る
と
い

う
⽅
向
性
で
あ
る
︒Protophysik

は
経
験
科
学
と
し
て
の
物
理
学
に
先
⽴
つ
測
定
と
い
う
⾏
為
を
︑

Protosoziologie

は
経
験
科
学
と
し
て
の
社
会
学
に
先
⽴
つ
﹁
⼀
次
的
構
成
物
﹂
の
世
界
を
︑
解
明
す
る
の

で
あ
る
︵
６
︶︒ 

 

三
・
⼀
 

﹁︽
現
象
学
的
社
会
学
︾
は
存
在
し
え
な
い
﹂̶

̶

現
象
学
と
社
会
学
の
峻
別 

ル
3
ク
マ
ン
は
し
ば
し
ば
シ
2
3
ツ
や
バ
.
ガ
.
ら
と
共
に﹁
現
象
学
的
社
会
学
﹂と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
.

に
括
ら
れ
る
が
︑彼
⾃
⾝
は﹁
現
象
学
的
社
会
学
な
ど
と
い
C
た
も
の
は
存
在
し
な
い
﹂︵Luckm

ann 1979: 
196

︶
と
断
⾔
し
て
い
る
︒
ル
3
ク
マ
ン
の
主
張
は
こ
う
で
あ
る
︒
現
象
学
と
は
﹁
⾃
我
論
的
﹂
な
学
問
︑

つ
ま
り
﹁
私
﹂
と
い
う
⼀
⼈
称
の
視
点
か
ら
開
か
れ
る
経
験
の
普
遍
的
構
造
を
探
究
す
る
学
問
で
あ
り
︑
こ

の
探
究
は
意
識
に
対
す
る
反
省
と
い
う
仕
⽅
で
遂
⾏
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
﹁
反
省
的
﹂
な
学
問
で
あ
る
︒
こ
れ

に
対
し
社
会
科
学
は
︑客
観
的
世
界
の
説
明
を
⽬
指
す
学
問
で
あ
る
︒経
験
科
学
と
し
て
の
社
会
科
学
は
︑

哲
学
的
な
素
朴
さ
を
⽢
受
し
︑
歴
史
的
・
社
会
的
・
⽂
化
的
世
界
を
﹁
帰
納
的
﹂
に
探
究
す
る
︒
現
象
学
と

社
会(

科)

学
は
互
い
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
︑
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
こ
れ
が
ル
3
ク
マ
ン
の
⽴
場
で

あ
る
︒ 

こ
の
よ
う
に
現
象
学
を
社
会
科
学
か
ら
峻
別
す
る
こ
と
で
︑
現
象
学
に
は
⼆
つ
の
任
務
が
与
え
ら
れ
る
︒

第
⼀
に
︑
科
学
的
認
識
活
動
と
し
て
の
社
会
学
に
対
す
る
反
省
の
契
機
を
提
供
す
る
と
い
う
任
務
で
あ
り
︑

第
⼆
に
︑⼈
間
の
経
験
の
次
元
を
社
会
理
論
の
基
礎
に
据
え
る
と
い
う
任
務
で
あ
る
︒前
者
を
科
学
論
的
基

礎
の
問
題
︑
後
者
を
理
論
的
基
礎
の
問
題
と
⾔
い
換
え
て
も
良
い
だ
ろ
う
︒ 

 

現
象
学
は
社
会
学
と
⼆
つ
の
仕
⽅
で
結
び
つ
い
て
い
る
︒⼀
⽅
で
は
︑現
象
学
は
理
論
的
活
動
に
つ

い
て
の
体
系
的
命
題
を
提
供
し
︑そ
れ
に
よ
C
て
論
理
学
と
科
学
の
⼀
般
哲
学
を
提
供
し
て
い
る
︒他

⽅
で
現
象
学
は
︑⼈
間
の
経
験
を
社
会
理
論
の
基
礎
と
し
て
再
発
⾒
す
る
哲
学
で
あ
る
︒︵Luckm

ann 
1979: 205

︶ 
 

社
会
科
学
の
認
識
論
的
再
帰
性
に
直
接
関
わ
る
の
は
第
⼀
の
任
務
で
あ
る
︒対
し
て
︑第
⼆
の
任
務
は
社

会
科
学
の
宇
宙
論
的
機
能
に
関
わ
る
︒ル
3
ク
マ
ン
に
よ
れ
ば
︑世
界
の
理
解
を
提
供
す
る
と
い
う
科
学
の

宇
宙
論
的
機
能
は
︑
社
会
科
学
に
お
い
て
適
切
に
果
た
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
︵Luckm

ann 1974, 
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[1973] 1983

°
⼀
九
⼋
九
︶︒
ル
3
ク
マ
ン
は
こ
の
問
題
の
源
泉
を
﹁
ガ
リ
レ
オ
的
宇
宙
論
﹂
に
求
め
て
い

る
︒﹁
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
﹂
の
よ
う
に
⼈
間
を
何
ら
か
の
本
性
°
⾃
然
︵nature

︶
に
還
元
す
る
﹁
ガ

リ
レ
オ
的
宇
宙
論
﹂か
ら
完
全
に
独
⽴
し
た
新
た
な
理
論
的
基
礎
を
確
保
す
る
こ
と
が
︑現
象
学
の
任
務
と

さ
れ
る
︒
以
上
の
⼆
つ
の
任
務
を
通
じ
て
現
象
学
は
︑
社
会
科
学
︑
と
り
わ
け
社
会
学
の
確
固
た
る
基
盤
を

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
︒ 

 

三
・
⼆
 

経
験
の
不
変
構
造
の
析
出̶

̶

現
象
学
的
還
元
と
い
う
⽅
法
と
社
会
的
現
実
の
普
遍
学 

以
上
の
区
別
に
対
応
す
る
形
で
︑
現
象
学
は
構
成
︵Konstitution

︶
を
扱
う
学
︑
社
会(

科)

学
は
構
築

︵Konstruktion

︶
を
扱
う
学
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
る
︵Luckm

ann [1999] 2007

︶︒
構
築
は
︑

社
会
的
・
⽂
化
的
・
歴
史
的
に
現
実
が
築
き
上
げ
ら
れ
る
過
程
︑
な
い
し
そ
の
よ
う
に
し
て
築
き
上
げ
ら
れ

た
も
の
を
指
す
︒こ
れ
に
対
し
構
成
は
︑そ
う
し
た
社
会
的
現
実
の
構
築
過
程
に
お
い
て
つ
ね
に
働
い
て
い

る
意
識
の
作
⽤
を
指
す
︒﹃
現
実
の
社
会
的
構
築
﹄
で
は
︑
第
⼆
部
﹁
客
観
的
現
実
と
し
て
の
社
会
﹂
と
第

三
部
﹁
主
観
的
現
実
と
し
て
の
社
会
﹂
が
構
築
を
扱
C
た
部
分
に
︑
第
⼀
部
﹁
⽇
常
⽣
活
に
お
け
る
知
識
の

基
礎
﹂が
構
成
を
扱
C
た
部
分
に
あ
た
る
︒プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
と
し
て
の
現
象
学
は
構
成
を
扱
う
学
で

あ
る
の
で
︑
以
下
で
は
構
成
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
論
述
す
る
︒ 

現
象
学
に
お
い
て
構
成
と
は
︑
経
験
の
対
象
が
﹁
あ
る
が
ま
ま
に
現
出
し
︑
展
開
し
︑
分
節
化
し
︑
⾃
ら

を
⽰
す
と
い
う
こ
と
を
許
す
過
程
﹂︵Zahavi 2003

°
⼆
〇
〇
三
Ö
⼀
⼀
〇
︶
を
指
す
︒
対
象
を
構
成
す
る

意
識
の
働
き
は
志
向
性
と
呼
ば
れ
る
︒つ
ま
り
志
向
性
と
は
︑何
か
が
何
か
と
し
て
⽴
ち
現
れ
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
意
識
の
働
き
で
あ
る
︒ル
3
ク
マ
ン
は
フ
3
サ
.
ル
に
従
い
つ
つ
︑意
識
が
対
象
を
い
か
に
し
て

構
成
す
る
か
を
解
明
す
る
学
と
し
て
現
象
学
を
捉
え
て
い
る
︒﹃
イ
デ
.
ン
Ⅰ
﹄
に
お
い
て
フ
3
サ
.
ル
が

⽬
指
す
の
は
︑﹁
こ
の
上
な
く
完
璧
な
無
前
提
性
﹂︵H

usserl 1976: 136

°
⼀
九
⼋
四
Ö
九
︶
か
ら
出
発
し

あ
ら
ゆ
る
学
の
基
礎
を
与
え
る
﹁
第
⼀
哲
学
﹂
と
し
て
の
現
象
学
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
フ
3
サ
.
ル
が
提

起
す
る
⽅
法
が
︑
現
象
学
的
還
元
で
あ
る
︒ 

ル
3
ク
マ
ン
の
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
が
依
拠
す
る
⽅
法
も
現
象
学
的
還
元
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
ル
3

ク
マ
ン
は
︑
現
象
学
的
還
元
に
よ
C
て
歴
史
的
に
可
変
的
な
具
体
的
要
素
と
歴
史
的
に
不
変
の
本
質
構
造

と
を
区
別
で
き
る
と
主
張
す
る
︒ 

 

い
か
な
る
任
意
の
具
体
的
経
験
か
ら
出
発
し
て
も
︑特
殊
な̶

̶

つ
ま
り
⽣
活
史
的
・
歴
史
的
に
可

変
的
な̶

̶

具
体
的
要
素
と
﹁
形
式
的
﹂
構
造
︵
そ
れ
無
し
で
は
⼈
間
の
具
体
的
経
験
は
考
え
ら
れ
な

い
よ
う
な
構
造
︶
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
つ
ね
に
可
能
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
あ
る
具
体
的

な
社
会
的
・
歴
史
的
世
界
に
属
す
る
経
験
の
層
を
︑そ
れ
が
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
本
質
的
構
造
か
ら

分
離
す
る
こ
と
が
︑
可
能
な
の
で
あ
る
︒︵Luckm

ann [1999] 2007: 129 -30

︶ 
 

経
験
の
不
変
構
造
を
析
出
す
る
試
み
の
⼀
例
と
し
て
︑
⽇
常
⽣
活
世
界
に
お
け
る
⾔
語
の
構
成
の
現
象

学
的
分
析
が
あ
る︵Luckm

ann [1973] 2007: 102- 8

︶︒現
象
学
的
還
元
に
よ
C
て
主
観
的
体
験︵
意
識
︶

か
ら
出
発
す
る
ル
3
ク
マ
ン
は
︑ま
ず
⾔
語
の
基
底
層
と
し
て
⾳
の
パ
タ
.
ン
の
統
握
を
指
摘
す
る
︒次
い

で
ル
3
ク
マ
ン
は
︑⾳
の
パ
タ
.
ン
が
時
間
的
な
流
れ︵
よ
り
正
確
に
は
内
的
時
間
と
外
的
時
間
の
同
期
し

た
時
間
の
流
れ
︶
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
と
論
じ
る
︒
さ
ら
に
ル
3
ク
マ
ン
は
︑
対
⾯
状
況
に
お
け
る
他
者
と

共
に
同
じ
⾳
を
聞
く
経
験
︑
他
者
か
ら
発
出
さ
れ
る
⾳
を
他
者
の
意
識
の
し
る
し
︵Anzeichen

︶
と
し
て

捉
え
る
経
験
へ
と
議
論
を
進
め
る
︒最
終
的
に
ル
3
ク
マ
ン
は
︑客
観
化
さ
れ
た
表
現
形
式
と
し
て
の
記
号
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︵Zeichen

︶̶
̶

誰
が
い
つ
ど
こ
で
使
⽤
す
る
か
に
よ
ら
ず
⼀
定
の
記
号
体
系̶

̶

の
構
成
を
論
じ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
ル
3
ク
マ
ン
は
歴
史
的
に
可
変
の
層
︵
こ
こ
で
は
記
号
体
系
︶
と
不
変
の
層
︵
こ
こ
で
は
意

識
︶
を
区
別
し
︑
後
者
を
前
者
の
基
層
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
︒ 

以
上
か
ら
︑ル
3
ク
マ
ン
は
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
を
社
会
的
現
実
の
普
遍
学︵m

athesis universalis

︶

と
特
徴
づ
け
る
︒社
会
的
現
実
の
普
遍
学
と
し
て
の
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
に
よ
C
て
︑ル
3
ク
マ
ン
は
⽂

字
通
り
古
今
東
⻄
の
す
べ
て
の
⼈
間
に
不
変
の
経
験
構
造
を
抽
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
あ
る
イ
ン
タ
ビ

2
.
の
中
で
は
︑﹁
私
た
ち
は
み
な
⼈
間
で
あ
り
︑
同
じ
進
化
上
の
遺
産
を
持
C
て
お
り
︑
多
少
は
外
⾒
が

似
て
さ
え
い
る
の
で
あ
り
︑
お
そ
ら
く
痛
み
を
同
じ
よ
う
な
仕
⽅
で
感
じ
る
﹂︵D

reher and G
öttlich 

2016: 31

︶
と
語
C
て
い
る
︒ 

以
上
が
ル
3
ク
マ
ン
の
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
の
概
要
で
あ
る
︒ル
3
ク
マ
ン
は
︑社
会
科
学
の
基
礎
学

に
は
経
験
の
構
造
に
定
位
し
た
﹁
構
成
﹂
の
次
元
の
探
究
が
不
可
⽋
で
あ
る
と
論
じ
る
︒
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ

ジ
.
は
︑﹁
⼈
間
⾏
為
に
つ
い
て
の
⾔
明
の
⼀
般
的
原
型
︵m

atrix

︶﹂︵Luckm
ann 1990: 14

︶
を
扱
う
こ

と
で
︑科
学
的
知
識
を
含
む
⼈
間
の
知
識
の
獲
得
・
使
⽤
・
伝
達
・
産
出
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
て
い
る
︒

こ
の
こ
と
が
科
学
論
的
に
い
か
な
る
意
義
を
有
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
︑
次
節
で
⽴
ち
⼊
C
た
検
討
を
⾏

う
︒ 

 四
 

基
礎
づ
け
問
題
を
⽴
て
直
す̶

̶

知
識
の
社
会
理
論 

 

本
節
で
は
︑
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
に
よ
C
て
﹁
社
会
科
学
の
基
礎
づ
け
﹂
の
意
味
が
問
い
直
さ
れ
る
こ

と
を
⽰
す
︒
そ
の
た
め
に
ま
ず
は
フ
3
サ
.
ル
の
⽣
世
界
概
念
に
⽴
ち
戻
る
︒ 

⼀
九
三
五
年
の
プ
ラ
ハ
で
の
講
演
を
基
に
し
た
﹃
ヨ
.
ロ
3
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
﹄

︵H
usserl 1954

°
⼀
九
九
五
︶
に
お
い
て
フ
3
サ
.
ル
は
︑
⾃
然
科
学
の
数
式
や
記
号
が
科
学
に
先
⽴
つ

直
観
的
世
界
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
C
て
い
る
と
指
摘
す
る
︒
こ
の
直
観
的
世
界
こ
そ
が
﹁
科
学
の
意
味
基

底
﹂
で
あ
る
と
考
え
る
フ
3
サ
.
ル
は
︑
こ
れ
を
⽣
世
界
と
呼
び
︑
学
問
⼀
般
を
⽣
世
界
か
ら
基
礎
づ
け
直

そ
う
と
す
る
︒
主
観
的−

相
対
的
な
世
界
と
し
て
の
⽣
世
界
は
︑
客
観
的
科
学
か
ら
は
﹁
単
な
る
主
観
に
す

ぎ
な
い
﹂﹁
ド
ク
サ
の
領
域
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
フ
3
サ
.
ル
は
主
観
的−

相
対
的
な
世
界
と

し
て
の
⽣
世
界
に
こ
そ
︑普
遍
性
の
基
盤
が
あ
る
と
考
え
る
︒学
問
の
普
遍
的
基
盤
を
追
求
す
る
フ
3
サ
.

ル
は
︑
客
観
性
を
普
遍
性
と
同
⼀
視
す
る
こ
と
に
慎
重
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
客
観
的
な
学
問
は
︑
主
観
的−

相
対
的
な
⽣
世
界
を
捨
象
す
る
こ
と
で
⾃
ら
の
構
築
物
の
普
遍
性
を
唯
⼀
絶
対
の
基
準
と
し
て
成
り
⽴
た

せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
こ
で
フ
3
サ
.
ル
は
︑﹁
経
験
し
︑
認
識
し
︑
真
に
具
体
的
に
能
作
し
て
い
る

主
観
性
を
ま
C
た
く
問
題
に
し
な
い
で
︑﹃
客
観
性
﹄
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
語
る
素
朴
さ
﹂︵H

usserl 
1954 : 99

°
⼀
九
九
五
Ö
⼀
七
六
︶
を
批
判
し
︑
主
観
的−

相
対
的
な
⽣
世
界
に
学
問
の
基
礎
を
⾒
い
だ
す

べ
く
考
察
を
進
め
て
い
る
︒ 

こ
の
よ
う
な
論
述
の
中
で
導
⼊
さ
れ
る
⽣
世
界
概
念
は
︑﹁
客
観
的
°
科
学
的
世
界
の
明
証
上
の
基
底
と

し
て
の
知
覚
的
経
験
の
世
界
﹂︵
鷲
⽥ 

⼀
九
九
三
Ö
⼆
⼆
六
︶
を
指
す
︒
し
か
し
鷲
⽥
が
ク
レ
ス
ゲ
ス

︵Claesges 1972

°
⼀
九
七
⼋
︶
を
踏
ま
え
て
述
べ
る
よ
う
に
︑
こ
れ
は
狭
義
の
⽣
世
界
概
念
で
あ
る
︒

フ
3
サ
.
ル
に
は
も
う
⼀
つ
︑
広
義
の
⽣
世
界
概
念
が
存
在
す
る
︒
そ
れ
は
﹁
理
論
的
認
識
を
も
⼀
つ
の
実

践
と
し
て
包
含
す
る
実
践
的
°
⽂
化
的
世
界
﹂︵
鷲
⽥ 

⼀
九
九
三
Ö
⼆
⼆
六
︶
と
し
て
の
⽣
世
界
で
あ
る
︒ 

 

論
理
的
意
味
で
の
客
観
的
理
論
︵…

︶
は
︑
⽣
世
界
の
う
ち
に
︑
し
た
が
C
て
そ
れ
に
属
し
て
い
る
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根
源
的
明
証
性
の
う
ち
に
根
を
お
ろ
し
︑
そ
こ
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
︒
客
観
的
諸
科
学
は
︑
こ
こ
に

そ
の
根
を
お
ろ
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑わ
れ
わ
れ
が
つ
ね
に
そ
の
う
ち
で
⽣
き
て
お
り
︑研
究
者
と
し

て
も
︑さ
ら
に
ま
た
共
同
研
究
者
と
し
て
も
そ
こ
で
共
同
し
て
⽣
き
て
い
る
世
界
に
︑つ
ま
り
は
普
遍

的
な
⽣
世
界
に
︑
た
え
ず
意
味
上
の
関
係
を
も
C
て
い
る
の
で
あ
る
︒
だ
が
︑
そ
の
さ
い
客
観
的
諸
科

学
は
︑学
以
前
の
⼈
た
ち̶

̶

個
⼈
と
し
て
も
︑ま
た
学
的
活
動
に
お
い
て
共
同
し
合
う
こ
と
に
な
る

よ
う
な
⼈
た
ち
と
し
て
も̶

̶

の
作
業
と
し
て
︑
⽣
世
界
に
属
し
て
い
る
︒︵H

usserl 1954 : 132

°

⼀
九
九
五
Ö
⼆
三
⼆-
三
 

訳
語
は
⼀
部
変
更
︶ 

 

狭
義
の
⽣
世
界
概
念
に
お
い
て
は﹁
客
観
的
科
学
か
ら
⽣
世
界
へ
﹂と
い
う
遡
⾏
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
︑
広
義
の
⽣
世
界
概
念
に
お
い
て
は
客
観
的
科
学
も
ま
た
⽣
世
界
の
中
で
営
ま
れ
る
活
動
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
︒ 

鷲
⽥
が
的
確
に
指
摘
す
る
よ
う
に
こ
の
⼆
義
性
は
︑
科
学
の
基
礎
づ
け
を
め
ぐ
る
問
題
の
⽴
て
⽅
に
重

⼤
な
変
更
を
要
求
す
る
︒学
的
か
⽇
常
的
か
を
問
わ
ず
⼀
切
の
知
識
が﹁
つ
ね
に
歴
史
的
に
⽣
成
し
て
い
る

⽣
活
世
界
的
な
経
験
に
よ
C
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
﹂︵
鷲
⽥ 

⼀
九
九
三
Ö
⼆
三
四
︶以
上
︑﹃
イ
デ
.
ン
Ⅰ
﹄

で
宣
⾔
さ
れ
た
よ
う
な
完
璧
な
無
前
提
性
か
ら
出
発
す
る
学
知
の
究
極
的
基
礎
づ
け
は
不
可
能
な
の
で
あ

る
︒ ル

3
ク
マ
ン
が
⽣
世
界
へ
の
還
帰
に
⾔
及
す
る
と
き
︑
基
本
的
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
狭
義
の

⽣
世
界
概
念
︑
つ
ま
り
﹁
明
証
上
の
基
底
と
し
て
の
知
覚
的
経
験
の
世
界
﹂
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
必
ず
し
も

ル
3
ク
マ
ン
に
お
い
て
広
義
の
⽣
世
界
概
念
が
無
視
さ
れ
て
い
る
と
は
⾔
え
な
い
︒
ル
3
ク
マ
ン
の
⾒
解

は
︑
⼀
九
九
〇
年
の
﹁
⽣
世
界̶

̶

流
⾏
概
念
か
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
？
﹂︵Luckm
ann [1990] 2017

︶

と
題
す
る
⼩
論
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

ル
3
ク
マ
ン
は
フ
3
サ
.
ル
と
シ
2
3
ツ
の
⽣
世
界
論
を
踏
ま
え
て
︑﹁
独
断
的
・
最
終
的
な
究
極
的
基

礎
づ
け
﹂︵Luckm

ann [1990] 2017: 51

︶
の
不
可
能
性
を
認
識
し
て
い
る
︒
代
わ
り
に
基
礎
づ
け
の
問

題
と
し
て
提
⽰
さ
れ
る
の
は
︑﹁
歴
史
的
社
会
的
現
実
の
客
観
的
性
質
は
間
主
観
的
⼈
間
⾏
為
に
お
い
て
産

出
さ
れ
る
︵﹃
社
会
的
に
構
築
﹄
さ
れ
る
︶
と
い
う
こ
と
︑
そ
し
て
そ
れ
は
世
界
内
で
の
主
観
的
⽅
位
づ
け

の
普
遍
構
造
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
﹂︵Luckm

ann [1990] 2017: 51

︶
を
め
ぐ
る
社
会
理
論
的
問
題
で

あ
る
︒科
学
的
知
識
が
間
主
観
的
⼈
間
⾏
為
を
通
じ
て
産
出
さ
れ
る
構
造
を
問
う
こ
と
︑こ
れ
が
伝
統
的
な

﹁
究
極
的
基
礎
づ
け
﹂に
代
わ
る
新
た
な
基
礎
づ
け
問
題
で
あ
る
︒広
義
の
⽣
世
界
概
念
が
含
意
す
る
よ
う

に
︑
科
学
は
そ
の
他
の
⽂
化
的
形
象
と
同
じ
く
⼈
間
の
社
会
的
⾏
為
の
産
物
と
さ
れ
る
︒
認
識
論

︵Erkenntnistheorie

︶
は
知
識
の
社
会
理
論
︵
７
︶
と
し
て
再
定
式
化
さ
れ
る
︒
三
・
⼀
で
区
別
し
た
プ
ロ

ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
の
⼆
つ
の
任
務
︑
す
な
わ
ち
理
論
的
基
礎
と
科
学
論
的
基
礎
を
与
え
る
と
い
う
任
務
は
︑

こ
の
よ
う
に
知
識
の
理
論
と
し
て
合
流
す
る
の
で
あ
る
︒ 

プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
の
意
義
は
︑
学
の
究
極
的
基
礎
づ
け
と
い
う
伝
統
的
理
念
が
放
棄
さ
れ
た
後
で

基
礎
づ
け
問
題
を
⽴
て
直
し
た
こ
と
に
あ
る
︵
８
︶︒
コ
ミ
2
ニ
ケ
.
シ
'
ン
が
科
学
の
前
提
か
つ
対
象
で
あ

る
と
い
う
循
環
構
造
が
︑
社
会
科
学
的
認
識
の
前
提
構
造
で
あ
る
︒
志
向
性
に
定
位
し
て
知
識
の
獲
得
・
使

⽤
・
伝
達
・
産
出
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
す
る
こ
と
で
︑
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
は
こ
の
前
提
構
造
を
知
識
の

社
会
理
論
の
問
題
と
し
て
扱
う
︒そ
う
す
る
こ
と
で
︑科
学
的
知
識
を
独
断
的
に
特
権
視
す
る
こ
と
な
く
︑

か
と
い
C
て
科
学
的
知
識
と
そ
の
他
の
知
識
の
区
別
を
初
め
か
ら
断
念
す
る
こ
と
も
な
い
形
で
︑
社
会
科

学
的
認
識
の
意
味
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒ 

こ
う
し
た
基
礎
づ
け
問
題
の
⽴
て
直
し
の
⽅
針
は
︑
レ
リ
ヴ
¨
ン
ス
概
念
に
よ
C
て
科
学
的
知
識
と
⽇
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常
的
知
識
の
構
造
を
と
も
に
射
程
に
収
め
た
シ
2
3
ツ
の
理
論
に
お
い
て
︑す
で
に
⽰
さ
れ
て
い
た︵
⾼
⾋ 

⼆
〇
⼆
〇
︶︒
ル
3
ク
マ
ン
の
貢
献
は
︑
こ
の
⽅
針
に
沿
C
た
社
会
理
論
の
可
能
性
を
⽰
し
た
点
に
あ
る
︒

シ
2
3
ツ
か
ら
ル
3
ク
マ
ン
へ
の
理
論
展
開
の
中
で
︑
社
会
理
論
が
社
会
学
に
理
論
的
基
礎
と
科
学
論
的

基
礎
を
同
時
に
与
え
る
よ
う
な
議
論
の
領
域
で
あ
る
こ
と
が
⽰
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒ 

 五
 

課
題̶

̶
地
平
の
媒
介
的
機
能 

 

前
節
ま
で
︑
認
識
論
的
再
帰
性
の
問
題
に
お
け
る
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
き

た
︒
し
か
し
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
の
研
究
は
ル
3
ク
マ
ン
に
お
い
て
萌
芽
的
な
﹁
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂

︵Luckm
ann [1990] 2017: 50

︶
に
と
ど
ま
C
て
お
り
︑
課
題
も
多
い
︒
そ
こ
で
最
後
に
︑
プ
ロ
ト
ソ
シ

オ
ロ
ジ
.
を
め
ぐ
C
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
︑﹁
地
平
の
媒
介
的
機
能
﹂
の
問
題
に
触
れ
る
︒ 

後
期
フ
3
サ
.
ル
に
よ
る
⽣
世
界
概
念
の
導
⼊
と
共
に
︑
現
象
学
は
志
向
性
の
働
き
を
媒
介
す
る
も
の

に
注
⽬
を
向
け
る
こ
と
と
な
C
た
︒
例
え
ば
⼿
元
に
あ
る
携
帯
電
話
を
携
帯
電
話
と
し
て
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
た
め
に
は
︑
私
は
過
去
の
経
験
に
よ
C
て
そ
れ
が
携
帯
電
話
で
あ
る
と
い
う
前
提
知
識
を
持
C

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︵
時
間
地
平
︑
歴
史
的
地
平
︶︑
そ
れ
が
﹁
携
帯
電
話
﹂
と
い
う
名
称
の
道
具
で
あ

る
こ
と
を
知
C
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︵
⾔
語
共
同
体
︶︑
そ
れ
を
⼿
に
取
C
て
使
⽤
す
る
た
め
に
は
同
じ

空
間
内
の
諸
物
体
へ
の
注
意
を
背
景
に
退
か
せ
て
携
帯
電
話
の
み
に
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

︵
空
間
地
平
︶︒
志
向
性
の
働
き
は
︑
つ
ね
に
共
に
与
え
ら
れ
た
地
平
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
︵cf. H

usserl 
1999: 26- 7

°
⼀
九
九
九
Ö
⼆
三-

四
︶︒
新
⽥
︵
⼆
〇
〇
六
Ö
四
〇
九
︶
が
論
じ
る
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
媒

介
的
地
平
は﹁
主
題
的
な
も
の
に
随
伴
し
つ
つ
そ
れ
を
浮
き
出
さ
せ
る
よ
う
に
働
く
⾮
主
題
的
所
与
性
﹂で

あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
﹁
半
可
視
﹂
的
な
存
在
で
あ
る
︒ 

構
成
の
次
元
と
構
築
の
次
元
は
︑地
平
の
媒
介
的
機
能
に
よ
C
て
結
ば
れ
て
い
る
︒志
向
性
の
働
き
は
つ

ね
に
具
体
的
な
歴
史
的
⽂
化
的
世
界
の
中
で
実
現
さ
れ
て
い
る
︒
ル
3
ク
マ
ン
の
議
論
で
は
構
成
と
構
築

の
峻
別
の
み
が
強
調
さ
れ
る
が
︑
両
者
の
結
び
つ
き
に
よ
C
て
そ
の
つ
ど
の
志
向
性
が
可
能
に
な
C
て
い

る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
︒ 

地
平
の
媒
介
的
機
能
は
︑﹃
現
実
の
社
会
的
構
築
﹄
の
﹁
社
会
の
弁
証
法
的
モ
デ
ル
﹂
に
お
け
る
﹁
内
在

化
﹂
の
契
機
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
︒
内
在
化
と
い
う
概
念
で
は
︑
そ
の
つ
ど
の
地
平
に
お
け
る
志
向
性
は

捨
象
さ
れ
る
︒構
成
の
次
元
と
構
築
の
次
元
の
結
び
つ
き
は
︑観
察
者
の
設
定
す
る
モ
デ
ル
に
よ
C
て
で
は

な
く
︑
経
験
の
構
造
に
定
位
し
て
⽰
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒ 

と
は
い
え
ル
3
ク
マ
ン
は
地
平
の
媒
介
的
機
能
に
相
当
す
る
議
論
を
全
く
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒

ド
ブ
島
の
⼈
類
学
的
研
究
に
依
拠
し
て
コ
ミ
2
ニ
ケ
.
シ
'
ン
可
能
な
対
象
と
さ
れ
る
範
囲
が
⽂
化
に
よ

C
て
異
な
る
と
論
じ
た
﹁
社
会
的
世
界
の
境
界
﹂
論
︵Luckm

ann [1970] 1983

°
⼀
九
⼋
九
︶
は
︑
構

成
と
構
築
の
双
⽅
の
次
元
に
ま
た
が
C
て
展
開
さ
れ
て
い
る
︒こ
の
論
⽂
で
ル
3
ク
マ
ン
は
︑⼀
⽅
で
他
な

る
⾝
体
の
構
成
︑つ
ま
り
私
と
は
異
な
る
も
う
⼀
つ
の
⾏
為
能
⼒
を
有
す
る
⾝
体
の
構
成
を
︑現
象
学
的
に

探
究
し
て
い
る
︒
そ
し
て
他
⽅
で
︑
他
な
る
⾝
体
と
し
て
構
成
さ
れ
る
範
囲
は
歴
史
的
・
⽂
化
的
に
可
変
の

分
類
体
系
に
依
存
す
る
こ
と
︵
し
た
が
C
て
ド
ブ
島
の
場
合
は
ヤ
ム
イ
モ
に
そ
う
し
た
⾏
為
能
⼒
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
︶
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︵
９
︶︒ 

社
会
的
世
界
の
境
界
論
が
⽰
し
て
い
る
の
は
︑
構
成
と
構
築
の
相
互
関
係
に
お
い
て
機
能
す
る
志
向
性

で
あ
る
︒
こ
の
相
互
関
係
を
視
野
に
⼊
れ
て
初
め
て
︑
可
変
／
不
変
と
い
う
区
別
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
︒
ル
3
ク
マ
ン
は
歴
史
的
に
可
変
の
現
実
を
﹁
構
築
﹂︑
歴
史
的
に
不
変
の
経
験
構
造
を
﹁
構
成
﹂
と
し
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て
峻
別
す
る
が
︑何
が
可
変
で
何
が
不
変
か
の
区
別
は
容
易
に
は
決
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
︑社
会
的

世
界
の
境
界
論
は
物
語
C
て
い
る
︒﹃
デ
カ
ル
ト
的
省
察
﹄
の
フ
3
サ
.
ル
が
他
我
構
成
の
不
変
構
造
と
し

て
⼈
間
⾝
体
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
を
批
判
し
︑
他
な
る
⾝
体
の
⼈
間
へ
の
限
定
は
歴
史
的
に
偶
有
的

で
あ
る
と
⾒
抜
い
た
こ
と
か
ら
︑ル
3
ク
マ
ン
の
社
会
的
世
界
の
境
界
論
は
出
発
し
て
い
る
︒近
代
社
会
に

住
ま
う
⼈
間
に
と
C
て
不
変
と
さ
れ
る
も
の
が
︑
古
今
東
⻄
す
べ
て
の
⼈
間
の
経
験
構
造
を
な
し
て
い
る

保
証
は
な
い
︵
１
０
︶︒
だ
と
す
れ
ば
︑
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
が
い
か
な
る
権
利
に
お
い
て
﹁
社
会
的
現
実
の

普
遍
学
﹂
を
名
乗
り
う
る
か
に
つ
い
て
︑
慎
重
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
︒
少
な
く
と
も
︑﹁
現
象
学
は
不
変

の
意
識
構
造
を
探
究
し
︑社
会
学
は
可
変
の
歴
史
的
社
会
的
構
造
を
探
究
す
る
﹂と
い
う
⼆
分
法
は
⾒
直
さ

ざ
る
を
得
な
い
︒媒
介
さ
れ
た
志
向
性
を
前
提
と
す
る
と
き
︑ク
ノ
.
ブ
ラ
オ
ホ
の
よ
う
に
現
象
学
的
社
会

理
論
の
起
点
を
﹁
関
係
性
﹂
に
置
く
と
い
う
の
は
有
⼒
な
選
択
肢
で
あ
る
︵Knoblauch 2020

︶︒ 

ま
と
め
る
と
︑
地
平
の
媒
介
的
機
能
に
よ
る
構
成
次
元
と
構
築
次
元
の
結
び
つ
き
の
問
題
︑﹁
社
会
的
現

実
の
普
遍
学
﹂の
普
遍
性
の
問
題
の
⼆
点
に
お
い
て
︑プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
は
解
決
す
べ
き
課
題
を
抱
え

て
い
る
︒ル
3
ク
マ
ン
⾃
⾝
は
科
学
論
的
反
省
の
作
業
よ
り
も﹁
コ
ミ
2
ニ
ケ
.
シ
'
ン
・
ジ
!
ン
ル
分
析
﹂

︵
１
１
︶
と
呼
ば
れ
る
⽅
法
論
の
構
築
に
注
⼒
し
た
た
め
︑
こ
の
課
題
に
は
着
⼿
し
な
か
C
た
︒
プ
ロ
ト
ソ
シ

オ
ロ
ジ
.
の
社
会
理
論
と
し
て
の
展
開
は
︑
後
継
世
代
に
託
さ
れ
た
仕
事
で
あ
る
︒ 

 六
 

結
論 

 

本
稿
は
︑ド
イ
ツ
語
圏
の
シ
2
3
ツ
理
論
の
受
容
と
展
開
に
関
す
る
研
究
の
⽋
落
を
埋
め
る
べ
く
︑ル
3

ク
マ
ン
の
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
お
よ
び
社
会
科
学
の
認
識
論
的
再
帰
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
︒
本

稿
の
リ
サ
.
チ
・
ク
エ
ス
チ
'
ン
は
︑﹁
認
識
論
的
再
帰
性
の
問
題
に
対
す
る
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
の
意

義
は
何
か
﹂
で
あ
C
た
︒
本
稿
は
︑
認
識
論
的
再
帰
性
を
め
ぐ
る
ル
3
ク
マ
ン
の
問
題
意
識
を
概
観
し
た
の

ち
︵
⼆
節
︶︑
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
の
論
理
構
成
を
経
験
の
構
造
に
定
位
し
た
﹁
構
成
﹂
の
次
元
の
探
究

と
し
て
再
構
成
し
︵
三
節
︶︑
次
い
で
⽣
世
界
概
念
の
⼆
義
性
に
由
来
す
る
﹁
学
の
基
礎
づ
け
﹂
の
意
味
の

問
い
直
し
に
つ
い
て
論
じ
た
︵
四
節
︶︒
以
上
の
検
討
か
ら
︑
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
の
意
義
は
︑
学
の
究

極
的
基
礎
づ
け
と
い
う
伝
統
的
理
念
が
放
棄
さ
れ
た
後
で
基
礎
づ
け
問
題
を
⽴
て
直
し
た
こ
と
︑
志
向
性

に
定
位
し
て
知
識
の
獲
得
・
使
⽤
・
伝
達
・
産
出
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
す
る
こ
と
で
認
識
論
の
問
題
を
知
識

の
社
会
理
論
の
問
題
と
し
て
扱
C
た
こ
と
に
あ
る
︑
と
論
じ
た
︒
最
後
に
︑
地
平
の
媒
介
的
機
能
に
よ
る
構

成
次
元
と
構
築
次
元
の
結
び
つ
き
の
問
題
お
よ
び﹁
社
会
的
現
実
の
普
遍
学
﹂の
普
遍
性
の
問
題
を
⼿
短
に

検
討
し
︑
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
は
さ
ら
な
る
展
開
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︵
五
節
︶︒ 

こ
れ
ま
で
⽇
本
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
C
た
ル
3
ク
マ
ン
の
理
論
に
つ
い
て
︑
本

稿
は
そ
の
意
義
と
展
望
を
⽰
し
た
︒プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
を
い
か
に
展
開
す
る
か
が
︑現
象
学
的
社
会
理

論
の
可
能
性
の
試
⾦
⽯
と
な
る
だ
ろ
う
︒
社
会
科
学
に
対
す
る
現
象
学
の
意
義
を
﹁
主
観
性
﹂
と
い
う
使
い

古
さ
れ
た
概
念
で
矮
⼩
化
し
な
い
た
め
に
は
︑
現
象
学
の
理
論
的
意
義
と
科
学
論
的
意
義
を
同
時
に
汲
み

上
げ
る
必
要
が
あ
る
︵
１
２
︶︒
ル
3
ク
マ
ン
の
提
唱
す
る
プ
ロ
ト
ソ
シ
オ
ロ
ジ
.
は
︑
そ
う
し
た
⽅
向
性
を

指
し
⽰
し
て
い
る
︒と
も
あ
れ
︑⼆
〇
⼀
六
年
に
没
し
た
ル
3
ク
マ
ン
の
知
的
遺
産
を
整
理
す
る
作
業
は
緒

に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
︵
１
３
︶︒ 

 

註 ︵
１
︶
ト
.
マ
ス
・
ル
3
ク
マ
ン
︵Thom

as Luckm
ann, 1927-2016

︶
の
主
要
な
研
究
主
題
は
︑
社
会
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理
論
︑
宗
教
社
会
学
︑
⾔
語
社
会
学
で
あ
る
︒
宗
教
社
会
学
の
業
績
と
し
て
は
︑
世
俗
化
論
を
批
判
し
た

﹃
⾒
え
な
い
宗
教
﹄︵Luckm

ann 1967

°
⼀
九
七
六
︶
が
有
名
で
あ
り
︑
博
⼠
号
も
宗
教
に
関
す
る
経

験
的
研
究
で
取
得
し
て
い
る
︒⼀
九
七
〇
年
代
以
降
の
ル
3
ク
マ
ン
に
と
C
て
︑⾔
語
は
卓
越
し
た
重
要

性
を
有
す
る
主
題
と
な
C
た
︒
ま
た
﹃
現
実
の
社
会
的
構
築
﹄
の
理
論
を
経
験
的
研
究
に
利
⽤
可
能
な
形

で
⽅
法
論
化
し
た
﹁
コ
ミ
2
ニ
ケ
.
シ
'
ン
・
ジ
!
ン
ル
分
析
﹂
を
提
唱
し
て
い
る
︒
そ
の
他
に
も
︑
道

徳
論
︑
ア
イ
デ
ン
テ
]
テ
]
論
を
扱
C
た
論
⽂
が
あ
る
︒
業
績
の
概
観
と
し
て
は
︑D

reher

︵2007

︶︑

D
reher and G

öttlich
︵2016

︶︑Knoblauch et al.

︵2017

︶を
︑伝
記
的
事
実
に
つ
い
て
はSchnettler

︵2006

︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒ 

︵
２
︶
特
に
重
要
な
⼈
物
と
し
て
は
︑
社
会
科
学
的
解
釈
学
︵
解
釈
学
的
知
識
社
会
学
︶
と
呼
ば
れ
る
⽅
法

論
を
展
開
し
ル
3
ク
マ
ン
の
後
任
と
し
て
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
⼤
学
に
着
任
し
た
ハ
ン
ス
°
ゲ
オ
ル
ク
・
ゼ

フ
ナ
.
や
︑
ル
3
ク
マ
ン
の
下
で
博
⼠
号
を
取
得
し
コ
ミ
2
ニ
ケ
.
シ
'
ン
的
構
築
主
義
と
呼
ば
れ
る

理
論
を
展
開
し
て
い
る
フ
.
ベ
ル
ト
・
ク
ノ
.
ブ
ラ
オ
ホ
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒コ
ン
ス
タ
ン
ツ﹁
学
派
﹂

に
つ
い
て
は
︑Schnettler

︵2019: 536

︶
を
参
照
︒
シ
2
ネ
3
ト
ラ
.
に
よ
れ
ば
︑
ル
3
ク
マ
ン
⾃
⾝

は
い
か
な
る
学
派
形
成
に
も
批
判
的
で
あ
C
た
︒ 

︵
３
︶
佐
藤
︵
⼀
九
⼋
⼀
Ö
⼀
六
︶
が
シ
2
3
ツ
に
関
す
る
論
⽂
の
中
で
ル
3
ク
マ
ン
に
⾔
及
し
て
い
る
︒ 

︵
４
︶
磯
直
樹
︵
⼆
〇
⼆
〇
︶
は
︑
ピ
エ
.
ル
・
ブ
ル
デ
2
.
の
認
識
論
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
こ
の
主
題

に
貢
献
し
た
著
作
と
し
て
解
釈
で
き
る
︒ 

︵
５
︶
こ
の
⽂
脈
に
お
い
て
︑
反
省
︵Reflexion

︶
と
再
帰
性
︵Reflexivität

︶
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
︒

認
識
論
的
反
省
は
学
的
認
識
に
つ
い
て
の
学
的
認
識
の
こ
と
で
あ
り
︑
再
帰
性
は
社
会
科
学
と
社
会
的

世
界
と
の
循
環
関
係
の
こ
と
で
あ
る
︒ 

︵
６
︶
原
物
理
学
に
つ
い
て
はBöhm

e H
g.

︵1976

︶
を
参
照
︒
な
お
ハ
.
バ
.
マ
ス
は
︑
社
会
科
学
に

お
い
て
は
測
定
の
超
越
論
的
規
則
よ
り
も
解
釈
が
重
要
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る︵H

aberm
as 1970

°

⼀
九
九
⼀
Ö
⼀
九
〇
︶︒ 

︵
７
︶
社
会
理
論
︵Sozialtheorie

︶
と
い
う
⾔
葉
に
つ
い
て
は
︑
森
川
︵
⼆
〇
⼆
〇
Ö
⼀
〇
︶
を
参
照
さ

れ
た
い
︒ 

︵
８
︶
野
家
啓
⼀
も
︑
学
の
究
極
的
基
礎
づ
け
は
不
可
能
で
あ
る
と
認
め
た
上
で
︑
学
の
基
礎
づ
け
と
い
う

問
題
を
﹁
放
棄
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
そ
の
意
味
づ
け
を
積
極
的
に
更
新
す
る
こ
と
﹂︵
野
家 

⼀

九
⼋
七
Ö
⼀
九
︶
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒ 

︵
９
︶
ル
3
ク
マ
ン
⾃
⾝
は
構
成
分
析
と
構
築
分
析
の
﹁
パ
ラ
レ
ル
ア
ク
シ
'
ン
﹂︵Luckm

ann [1999] 
2007: 131; D

reher 2007: 11

︶
と
い
う
⾔
い
⽅
を
す
る
︒
た
だ
︑
同
時
並
⾏
的
°
パ
ラ
レ
ル
に
探
究
さ

れ
た
構
成
次
元
と
構
築
次
元
が
ど
の
よ
う
に
理
論
的
に
結
び
合
わ
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
︑
何
も
語
C

て
い
な
い
︒ 

︵
１
０
︶﹁
幾
何
学
の
起
源
に
つ
い
て
﹂
の
中
で
︑
フ
3
サ
.
ル
は
⽣
世
界
概
念
の
歴
史
主
義
的
・
相
対
主

義
的
な
解
釈
に
抗
C
て
本
質
構
造
と
い
う
﹁
不
変
項
﹂
の
存
在
を
主
張
す
る
が
︑
そ
れ
は
⾃
由
変
更
と
い

う
⽅
法
に
よ
C
て
︑
つ
ま
り
﹁
⽣
世
界
に
つ
い
て
お
よ
そ
考
え
う
る
可
能
性
を
通
覧
す
る
さ
い
に
︑
す
べ

て
の
異
⽂
を
⼀
貫
し
て
い
る̶

̶

と
︑
真
に
必
当
然
的
な
確
信
を
も
C
て
わ
れ
わ
れ
が
確
信
し
う
る
よ

う
な̶
̶

本
質
的
な
⼀
般
性
を
も
C
た
構
成
要
素
が
必
当
然
的
な
明
証
を
と
も
な
C
て
現
れ
て
く
る
﹂

︵H
usserl 1954 : 383

°
⼀
九
九
五
Ö
五
⼆
⼋
 

訳
語
は
⼀
部
変
更
︶
こ
と
に
よ
C
て
だ
と
さ
れ
る
︒
だ

が
︑
⾃
由
変
更
に
よ
る
本
質
︵
形
相
︶
の
抽
出
可
能
性
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