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構
築
主
義
は
規
範
を
ど
こ
ま
で
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？ 
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政
治
的
構
築
主
義
・
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合
・
民
主
主
義 
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次

序
論

第
一
節　

規
範
を
経
験
的
に
語
る
こ
と

―
経
験
的
な
構
築
主
義

第
二
節　

構
築
主
義
と
「
政
治
的
な
る
も
の
」

―
政
治
的
構
築
主
義
と
異
な
る
規
範
の
発
生
可
能
性

第
三
節　

政
治
的
構
築
主
義
は
規
範
を
ど
こ
ま
で
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

第
四
節　

政
治
的
構
築
主
義
と
規
範
と
し
て
の
民
主
主
義
の
節
合

　
　
　
　
（
一
）
ハ
ン
セ
ン

　
　
　
　
（
二
）
マ
ー
チ
ャ
ー
ト

　
　
　
　
（
三
）
民
主
主
義
の
正
当
化
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て

結
論 
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序
論※

   

 　

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
社
会
科
学
の
特
徴
の
一
つ
は
、構
築
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
進
展
で
あ
ろ
う
。「
構
築
主
義（
ア
プ
ロ
ー
チ
）」

と
は
、も
っ
と
も
一
般
的
に
述
べ
れ
ば
、出
来
事
・
事
態
・
事
象
は
、あ
ら
か
じ
め
「
実
在
（reality

）」
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

言
説
や
相
互
行
為
の
中
で
「
実
在
」
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
く
、
と
す
る
考
え
方
の
こ
と
で
あ
る
（
cf. 

北
田 

二
〇
〇
三
：
vii；

二
〇
〇
六
：
二
五
）。
社
会
学
に
お
け
る
社
会
構
築
主
義
ア
プ
ロ
ー
チ
は
も
ち
ろ
ん
と
し
て
、
政
治
学
に
お
い
て
も
構
築
主
義
は
、

一
定
の
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
経
験
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
国
際
政
治
学
に
お
け
る
コ
ン
ス
ト
ラ

ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
や
比
較
政
治
学
に
お
け
る
ア
イ
デ
ア
や
言
説
へ
の
注
目
が
そ
う
で
あ
る
。
政
治
理
論
に
お
い
て
は
、ジ
ュ
デ
ィ
ス
・

バ
ト
ラ
ー
、
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
、
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
と
い
っ
た
理
論
家
の
名
前
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
彼
女
た
ち
は
、「
本

質
的
な
」主
体
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
自
明
性
を
疑
い
、そ
れ
ら
が
言
説
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
、し
た
が
っ
て
、「
攪
乱
」

「
再
意
味
づ
け
」（
バ
ト
ラ
ー
）
や
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」（
ラ
ク
ラ
ウ
、ム
フ
）
に
よ
る
再
構
成
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
。 

 　

し
か
し
、
構
築
主
義
に
対
し
て
は
、
一
つ
の
疑
義
が
呈
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
構
築
主
義
は
価
値
を
価
値
と
し
て
語
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
北
田
暁
大
が
述
べ
る
よ
う
に
、
構
築
主
義
は
、「
い
か
な
る
国
家
が
望
ま
し
い
か
」「
自
由
／
平

等
の
基
礎
づ
け
」「
正
義
概
念
の
再
検
討
」「
正
し
い
再
配
分
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
う
る
か
」
と
い
っ
た
価
値
を
め
ぐ
る
「
政

治
（
学
）
的
〔
規
範
的
〕
問
い(1)

」  

を
、「
国
家
／
自
由
／
平
等
／
正
義
は
、
い
か
に
し
て
語
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
・
政
治
的

帰
結
を
生
み
出
し
た
の
か
」
と
い
っ
た
「
社
会
（
学
）
的
な
〔
構
築
主
義
的
な
〕
問
い
」
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
構
築
主
義
の
下
で
は
、
何
ら
か
の
価
値
や
規
範
の
望
ま
し
さ
を
弁
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む

し
ろ
そ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
は
、
そ
の
価
値
が
構
築
さ
れ
た
文
脈
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
相
対
化
さ
れ
、
あ
と
に
残
る
の
は
、
規
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範
の
正
当
性
を
括
弧
に
入
れ
た
上
で
そ
の
成
立
過
程
を
淡
々
と
記
述
す
る
こ
と
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
単
に
「
敵
対
性
」「
闘
争
」

「
暴
力
」「
支
配
」
を
強
調
す
る
タ
イ
プ
の
理
論
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

 　

こ
の
疑
問
を
政
治
理
論
と
い
う
分
野
に
引
き
つ
け
る
と
、
そ
こ
で
は
、
果
た
し
て
政
治
理
論
と
は
何
か
と
い
う
問
題
も
問
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
構
築
主
義
の
立
場
を
と
る
政
治
理
論
と
は
、
社
会
秩
序
に
お
け
る
「
政
治
的
な
る

も
の
」
の
存
在
の
不
可
避
性
、
お
よ
び
、
社
会
の
形
成
に
お
け
る
「
政
治
的
な
る
も
の
」
の
役
割
を
強
調
す
る
タ
イ
プ
の
政
治
理
論

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
以
後
の
「
政
治
哲
学
の
復
権
」
に
お
け
る
政
治
理
論
の
主
流
は
、「
正

義
」「
平
等
」「
自
由
」
な
ど
の
価
値
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
規
範
理
論
と
し
て
の
政
治
理
論
と
言

え
よ
う
。
し
か
し
、「
政
治
的
な
る
も
の
」
の
政
治
理
論
は
、
規
範
理
論
と
し
て
の
政
治
理
論
と
緊
張
関
係
に
あ
る
。
一
方
の
規
範

理
論
が
価
値
や
規
範
の
正
当
化
の
論
理
を
探
求
す
る
の
に
対
し
て
、他
方
の
構
築
主
義
は
、価
値
や
規
範
は
「
政
治
（
的
な
る
も
の
）」

の
産
物 

― 

そ
の
意
味
で
構
築
さ
れ
た
も
の 

― 
に
過
ぎ
な
い
と
論
じ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
予
想
さ
れ
る
帰
結
は
、
価
値

や
規
範
の
正
当
化
で
は
な
く
、む
し
ろ
、既
存
の
そ
れ
ら
の
正
当
性
へ
の
懐
疑
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、構
築
主
義
の
立
場
か
ら
は
、

規
範
に
関
し
て
、
そ
れ
へ
の
懐
疑
を
超
え
た
積
極
的
な
考
察
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。 

 　

以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
基
づ
い
て
、
本
稿
は
、
構
築
主
義
は
ど
こ
ま
で
規
範
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
い

に
取
り
組
む
。 

 　

本
論
に
入
る
前
に
、
本
稿
と
先
行
諸
研
究
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
稿
の
問
題
関
心
は
、
規
範
を
非
規
範
的
に

語
る
こ
と
（
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
）
に
対
し
て
、
規
範
を
規
範
的
に
語
る
こ
と
（
政
治
理
論
・
哲
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
）
が
ど
こ
ま

で
可
能
か
を
探
求
す
る
北
田
（
二
〇
〇
三
）
の
問
題
関
心
と
重
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
北
田
が
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
注
目
す
る
の
に

対
し
て
、
本
稿
は
民
主
主
義
に
注
目
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
本
稿
が
「
政
治
的
構
築
主
義
」
と
呼
ぶ
「
政
治
的
な
る
も
の
」
を
重
視
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す
る
政
治
理
論
に
即
し
て
考
え
た
場
合
、そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
規
範
は
民
主
主
義
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、本
稿
は
、

「
政
治
的
な
る
も
の
」
の
認
識
が
規
範
と
し
て
の
民
主
主
義
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
き
得
る
の
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
も
取
り
上
げ
る
サ
イ
モ
ン
・
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
（C

ritchley 2004

）
と
ア
ラ
ン
・
ハ
ン
セ

ン
（H

ansen 2010

）
の
研
究
が
重
要
で
あ
る
。
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
が
政
治
的
構
築
主
義
（
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
）
の
外
部
に
規
範
的

基
準
を
立
て
る
こ
と
の
必
要
性
を
唱
え
る
の
に
対
し
て
、
ハ
ン
セ
ン
は
、
両
者
の
関
係
を
「
節
合
」
と
し
て
理
解
す
る
べ
き
だ
と
主

張
す
る
。
本
稿
は
、
ハ
ン
セ
ン
と
同
様
に
、
政
治
的
構
築
主
義
は
直
接
的
に
規
範
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た

だ
し
、
ハ
ン
セ
ン
の
議
論
は
、
政
治
的
構
築
主
義
と
規
範
と
し
て
の
民
主
主
義
と
の
関
係
が
節
合
で
あ
る
こ
と
の
明
確
化
が
不
十
分

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
マ
ー
チ
ャ
ー
ト
（M

archart 2006; 2007; 2011

）
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、

こ
の
点
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
政
治
的
構
築
主
義
と
区
別
さ
れ
た
民
主
主
義
の
「
基
礎
づ
け
」
を
論
じ
る
こ
と
は
政
治
的
構
築

主
義
の
立
場
と
齟
齬
を
き
た
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
も
示
す(2)  

。 

 　

以
下
で
は
、
次
の
順
序
で
考
察
を
進
め
る
。
ま
ず
、
経
験
的
な
構
築
主
義
が
規
範
を
ど
こ
ま
で
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
確
認

す
る
（
第
一
節
）。
次
に
、
よ
り
理
論
的
な
タ
イ
プ
の
構
築
主
義
が
、
規
範
に
関
し
て
記
述
／
説
明
以
上
の
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
構
築
主
義
は
、（「
社
会
（
的
）」
構
築
主
義
で
は
な
く
）「
政
治
的
」
構
築
主

義
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
（
第
二
節
）。
続
い
て
、
し
か
し
、
こ
の
政
治
的
構
築
主
義
も
、
規
範
を
直
接
導
く
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
（
第
三
節
）。
最
後
に
、
た
だ
し
、
政
治
的
構
築
主
義
の
立
場
か
ら
は
、「
節
合
」
を
通
じ
て
規
範

を
語
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
の
際
の
規
範
と
は
、
あ
る
タ
イ
プ
の
民
主
主
義
で
あ
る
。
政
治
的
構
築
主
義
と
規
範
と

の
関
係
は
、
そ
れ
自
体
構
築
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
（
第
四
節
）。 
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第
一
節　

規
範
を
経
験
的
に
語
る
こ
と 

― 

経
験
的
な
構
築
主
義 

 　

本
節
で
は
、
規
範
を
経
験
的
に
語
る
タ
イ
プ
の
構
築
主
義
を
概
観
す
る
。
こ
れ
を
経
験
的
な
構
築
主
義
と
呼
ぼ
う
。
そ
の
上
で
、

経
験
的
な
構
築
主
義
は
、
既
存
の
規
範
を
記
述
し
た
り
説
明
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
な
ぜ
そ
の
規
範
が
「
正
し
い
」「
望

ま
し
い
」
の
か
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
。 

 　

経
験
的
な
構
築
主
義
が
規
範
を
扱
う
場
合
、
あ
る
規
範
の
発
生
や
波
及
の
プ
ロ
セ
ス
の
記
述
、
あ
る
い
は
、
規
範
を
独
立
変
数
と

し
た
現
象
の
説
明
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
社
会
学
の
社
会
構
築
主
義
（
平
・
中
河 

二
〇
〇
六；

北
田 

二
〇
〇
六
）、
国
際
政
治
学
の

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
（Finnem

ore and Sikkink 1998；

三
浦 

二
〇
〇
五
）、
政
治
学
・
比
較
政
治
学
の
ア
イ
デ
ア
論
、

言
説
理
論
、
構
築
主
義
（Schm

idt 2008；

加
藤 

二
〇
〇
九；

近
藤 

二
〇
〇
七；

二
〇
〇
八
）
な
ど
が
、
こ
の
タ
イ
プ
の
構
築
主

義
に
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、諸
個
人
が
間
主
観
的
に
共
有
し
て
い
る
（
そ
し
て
、し
ば
し
ば
自
明
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
）

規
範
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
規
範
の
存
在
が
実
際
の
政
治
・
社

会
現
象
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
を
研
究
す
る
。
そ
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
存
在
す
る
か
も

し
れ
な
い(3)  

。
し
か
し
、
経
験
的
な
構
築
主
義
は
、
客
観
的
な
方
法
だ
け
で
は
十
分
に
捕
捉
で
き
な
い
間
主
観
的
／
言
語
的
要
素
に
光

を
当
て
、そ
れ
が
実
際
の
社
会
・
政
治
現
象
の
理
解
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
き
た
。 

 　

経
験
的
な
構
築
主
義
は
、
規
範
の
記
述
ま
た
は
規
範
に
よ
る
説
明
を
行
な
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
規
範
を
規
範
的
に
語
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
あ
る
規
範
が
望
ま
し
い
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
あ
る
規
範
の
望
ま
し
さ
を
ど
の
よ
う
に
論
証
／

正
当
化
す
る
の
か
と
い
う 

― 

規
範
理
論
が
関
心
を
持
つ
で
あ
ろ
う 

― 
問
題
は
、
ひ
と
ま
ず
括
弧
に
入
れ
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、

現
実
に
存
在
す
る
（
と
さ
れ
る
）
規
範
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
規
範
が
実
際
の
事
象
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
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ぼ
し
て
い
る
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
あ
る
。 

 　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
タ
イ
プ
の
構
築
主
義
が
特
定
の
規
範
的
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
た
と
え
ば
、「
反
原
子
力
」

と
い
う
規
範
の
伝
播
を
分
析
す
る
研
究
者
は
、
こ
の
規
範
の
伝
播
を
望
ま
し
い
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
、「
ネ

オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」の
言
説
の
浸
透
を
分
析
す
る
研
究
者
は
、こ
の
言
説
に
対
し
て
批
判
的
な
意
識
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

誰
も
が
自
明
だ
と
思
っ
て
い
る
が
そ
の
実
は
す
ぐ
れ
て
「
近
代
的
な
」
概
念
や
ア
イ
デ
ア
の
構
築
過
程
を
記
述
す
る
研
究
者
は
、
こ

れ
ら
の
概
念
・
ア
イ
デ
ア
の
自
明
性
を
問
い
直
す
こ
と
が
、
何
ら
か
の
望
ま
し
い
帰
結
を
人
々
に
も
た
ら
す
と
想
定
し
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
（
cf. 

盛
山 

二
〇
一
一
：
二
一
二
―
二
一
三
）。
し
か
し
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
規
範
的
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
規

範
の
記
述
／
規
範
に
よ
る
説
明
と
い
う
意
味
で
の
構
築
主
義
は
、
そ
の
よ
う
な
規
範
的
意
識
を
表
現
す
る
こ
と
を
そ
の
理
論
の
中
に

含
ん
で
は
い
な
い(4)  

。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
経
験
的
な
構
築
主
義
は
、
規
範
を
「
望
ま
し
い
も
の
」「
正
し
い
も
の
」
と
し
て
正
当
化

す
る
営
み
と
し
て
の
規
範
理
論
と
は
接
点
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 　

も
っ
と
も
、
そ
の
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
、
経
験
的
な
構
築
主
義
を
規
範
理
論
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
試
み
も
存
在
し
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
構
築
主
義
の
役
割
を
、
規
範
理
論
の
立
論
の
基
盤
と
な
る
、
よ
り
精
緻
な
事
実
の
提
供
に
求
め
る
も
の
で

あ
る
。
ク
レ
イ
グ
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
（M

ackenzie 1998
）
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
構
築
主
義
と
規
範
理
論
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と

を
提
唱
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
近
年
の
規
範
理
論
は
、「
人
類
」「
理
性
」「
効
用
」
な
ど
の
何
ら
か
の
形
而
上
学
的
な
存
在
に

基
礎
づ
け
主
義
的
に
訴
え
る
代
わ
り
に
、「
特
定
の
歴
史
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
道
徳
的
判
断
」
に
訴
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る(5)  

。
た
と
え
ば
、
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
『
正
義
の
領
分
』
は
「
共
有
さ
れ
た
理
解
」
に
、
ま
た
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の

ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
は
当
該
社
会
内
部
の
「
熟
考
さ
れ
た
確
信
（settled convictions

）」
に
そ
れ
ぞ
れ
訴
え
て
、
自
身
の
正
義
論

を
組
み
立
て
て
い
る
。
こ
う
し
て
規
範
理
論
が
そ
の
基
盤
を
普
遍
的
な
概
念
で
は
な
く
、
個
別
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
求
め
る
よ
う
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に
な
る
と
、
当
該
理
論
の
「
正
し
さ
」
は
、
そ
の
理
論
が
述
べ
る
「
共
有
さ
れ
た
理
解
」
や
「
定
着
し
た
確
信
」
の
経
験
的
な
「
正

し
さ
」
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
理
論
家
た
ち
が
こ
の
経
験
的
「
正
し
さ
」
の
問
題

に
十
分
に
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
は
、
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
の
議
論
を
参
照
し

つ
つ
、
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
や
ロ
ー
ル
ズ
（
や
そ
の
他
の
政
治
理
論
家
た
ち
）
の
「
文
化
」
解
釈
の
作
業
が
十
分
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘

す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
、
文
化
の
解
釈
に
お
い
て
、
読
者
に
彼
ら
が
「
そ
こ
に
い
た
」
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る（M

ackenzie 1998: 210 

― 213

）。
そ
れ
ゆ
え
、規
範
的
政
治
理
論
は
、そ
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
得
る
方
法
、

す
な
わ
ち
、
当
該
理
論
が
依
拠
す
る
「
事
実
」
の
理
解
が
信
頼
に
足
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
方
法
を
見

つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（M

ackenzie 1998: 213 

― 214

）。 

 　

そ
こ
で
提
唱
さ
れ
る
の
が
、
構
築
主
義
で
あ
る
。
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
は
、
イ
ア
ン
・
ハ
ッ
キ
ン
グ
に
よ
る
「
児
童
虐
待
」
概
念
の
発

生
に
つ
い
て
の
分
析
を
参
照
し
て
、
構
築
主
義
に
よ
る
概
念
発
生
の
歴
史
的
か
つ
詳
細
な
分
析
を
、「
児
童
虐
待
」
に
つ
い
て
の
「
共

有
さ
れ
た
理
解
」「
社
会
的
意
味
づ
け
」「
定
着
し
た
（
し
な
か
っ
た
）
確
信
」
の
研
究
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。

し
た
が
っ
て
、そ
の
分
析
は
、「
児
童
虐
待
」
に
つ
い
て
の
規
範
的
主
張
を
正
当
化
す
る
た
め
の
「
経
験
的
資
源
」
と
な
る
（M

ackenzie 

1998: 213 

― 214

）。 

 　

こ
う
し
て
構
築
主
義
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
政
治
理
論
に
「
方
法
論
的
シ
フ
ト
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
政
治
理
論
も
ま
た
、

そ
の
理
論
の
妥
当
性
を
高
め
る
た
め
に
、「
経
験
的
証
拠
」
を
集
め
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。「
正
義
・
平
等
・
自
由
・
ニ
ー
ド
・
効

用
を
抽
象
的
に
見
つ
め
る
の
で
は
な
く
、
政
治
理
論
家
た
ち
は
む
し
ろ
、
経
験
的
デ
ー
タ
を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」

（M
ackenzie 1998: 215

）。
経
験
的
デ
ー
タ
を
集
め
る
こ
と
で
、政
治
理
論
家
が
提
供
す
る「
事
実
」と
し
て
の「
共
有
さ
れ
た
理
解
」

は
、
よ
り
信
頼
性
の
高
い
も
の
に
な
り
、
そ
の
こ
と
が
ひ
い
て
は
、
当
該
政
治
理
論
の
正
当
性
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
わ
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け
で
あ
る
。 

 　

マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
の
議
論
は
、
経
験
的
な
構
築
主
義
と
規
範
理
論
と
の
違
い
を
認
識
し
た
上
で
両
者
を
結
び
つ
け
る
方
法
を
提
示
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
問
題
は
残
っ
て
い
る(6)  

。
第
一
に
、
経
験
的
な
構
築
主
義
の
役
割
が
「
よ
り
精
緻
な
事
実
の
提

供
」
に
あ
る
の
な
ら
ば
、
他
の
理
論
・
方
法
も
そ
の
役
割
を
提
供
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
な
ぜ
構
築
主
義
で
は
な
く
、
よ
り
「
実
証
的
な
」
歴
史
研
究
の
方
法
を
用
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
構
築
主

義
の
意
義
を
「
事
実
」
の
水
準
に
求
め
る
と
、
他
の
よ
り
「
実
証
的
な
」
理
論
・
方
法
と
の
間
で
比
較
優
位
を
ど
の
よ
う
に
証
明
す

る
か
と
い
う
問
題
が
発
生
し
得
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
の
議
論
で
も
、
構
築
主
義
そ
の
も
の
が
規
範
を
語
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
彼
の
議
論
は
、
構
築
主
義
を
経
験
的
な
研
究
の
枠
内
に
厳
密
に
と
ど
め
た
上

で
、
規
範
理
論
と
の
結
合
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 　

以
上
の
よ
う
に
、
経
験
的
な
構
築
主
義
は
、
規
範
を
記
述
し
た
り
、
規
範
に
よ
っ
て
説
明
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
規
範
理
論
の
基

盤
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
作
業
は
、
構
築
主
義
の
立
場
か
ら
規
範
の
「
正
し
さ
」
や
「
望
ま
し
さ
」
を

語
る
こ
と
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
経
験
的
な
構
築
主
義
は
、
規
範
を
規
範
的
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

 

第
二
節　

構
築
主
義
と
「
政
治
的
な
る
も
の
」 
― 
政
治
的
構
築
主
義
と
異
な
る
規
範
の
発
生
可
能
性 

 　

前
節
で
は
、
経
験
的
な
構
築
主
義
は
規
範
を
規
範
的
に
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
れ
で
は
、
構
築
主

義
の
立
場
か
ら
、
規
範
を
規
範
的
に
語
る
方
法
は
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。 
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本
節
で
は
、
構
築
主
義
は
、
既
存
の 

― 

人
々
が
そ
こ
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る 

― 

規
範
と
は
異
な
る
、
新
た
な
規
範
が
生
み
出

さ
れ
る
可
能
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
構
築
主
義
が
規
範
を
正
当
化
す
る
論
理
を

提
供
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、既
存
の
も
の
と
は
異
な
る
規
範
の
存
在
を
想
定
で
き
る
こ
と
は
、

既
存
の
規
範
の
記
述
／
に
よ
る
説
明
と
は
異
な
る
水
準
で
規
範
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
構
築

主
義
は
、
狭
い
意
味
で
の
経
験
的
研
究
の
範
囲
を
超
え
て
、
経
験
的
に
は
必
ず
し
も
捕
捉
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
領
域
を
含
め
た

理
論
的
探
究
作
業
に
踏
み
込
ん
で
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
タ
イ
プ
の
構
築
主
義
は
、
経
験
的
研
究
の
た
め
の
「
ア
プ
ロ
ー
チ
」

と
い
う
よ
り
も
、「
理
論
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 　

た
だ
し
、
こ
の
可
能
性
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
は
、
構
築
主
義
を
「
社
会
」
構
築
主
義
と
し
て 

― 

す
な
わ
ち
「
現
実
」
を
「
社

会
的
に
」
構
築
さ
れ
る
も
の
と
し
て 
― 
捉
え
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、「
政
治
（
的
な
る
も
の
）」
の
重
要

性
を
認
識
す
る
タ
イ
プ
の
構
築
主
義
だ
け
が
、
規
範
の
創
出
可
能
性
を
担
保
で
き
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
構
築
主
義
は
、
規
範
に
よ
る

社
会
の
基
礎
づ
け
と
い
う
基
礎
づ
け
主
義
の
発
想
を
拒
否
す
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
社
会
は
政
治
に
よ
っ
て
、
言
わ
ば
「
基
礎
づ

け
」
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
で
、
規
範
を
「
社
会
的
な
る
も
の
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
を
避
け
、
新
た
な
抗
事
実

的
な
規
範
を
生
み
出
す
可
能
性
を
担
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 　

以
上
よ
り
、
構
築
主
義
は
、「
政
治
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
政
治
理
論
」
で
あ
る
場
合
に
、
新
た
な
規
範
の
存
在
・
発
生
可
能

性
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
よ
う
。
以
下
で
は
、
以
上
の
諸
点
を
敷
衍
す
る
。 

 　

ま
ず
、
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
規
範
と
は
何
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
規
範
を
「
べ
し
」
の
規
則
と
し
て
の
み
理
解
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
こ
と
自
体
は
、当
該
規
範
が
「
正
し
い
」
と
か
「
望
ま
し
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
「
べ
し
」
が
「
人

権
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
正
し
く
」「
望
ま
し
い
」
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、「
女
性
は
家
事
育
児
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に
専
念
す
る
べ
き
で
あ
る
」
で
あ
れ
ば
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
ま
た
「
規
範
」
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
規
範
」
は
「
現
実
」
に
存
在
し
て
い
る
が
、「
望
ま
し
く
」
は
な
い
、
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
性
別
分

業
規
範
が
「
正
し
い
」
と
す
れ
ば
、
そ
の
規
範
が
当
該
社
会
で
「
正
し
い
」
も
の
と
し
て
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で

あ
る
。 

 　
「
規
範
的
社
会
理
論
」
を
探
求
す
る
盛
山
和
夫
が
、「
意
味
世
界
」
を
強
調
し
つ
つ
、そ
れ
が
各
個
人
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、お
よ
び
、

そ
の
各
個
人
が
共
通
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
を
「
新
し
く
」
見
つ
け
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る

の
も
（
盛
山 

二
〇
一
一
：
二
三
九
）、
彼
が
規
範
を
既
存
の
社
会
的
に
共
有
さ
れ
た
「
べ
し
」
の
規
則
と
し
て
の
み
捉
え
る
こ
と
を

避
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
盛
山
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
も
「
伝
統
的
な
社
会
学
」
も
、「
現
存
す
る

秩
序
へ
の
人
々
の
規
範
的
受
容
感
覚
」
に
基
盤
を
置
こ
う
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
結
果
、「
社
会
は
所
与
」
と
な
り
、「
社
会
の
現
状

を
超
え
、
そ
れ
に
対
抗
し
う
る
よ
う
な
規
範
的
原
理
を
打
ち
出
す
こ
と
」
が
で
き
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。
そ
こ
で
は
、「
人
々
が
受

け
入
れ
て
い
る
価
値
や
規
範
と
は
異
な
る
別
の
価
値
や
規
範
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
秩
序
の
方
が
、
規
範
的
に
よ
り
良
い
も
の
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
考
え
が
及
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
」（
盛
山 

二
〇
一
一
：
二
二
九
―
二
三
二
）。

諸
個
人
が
既
存
の
社
会
に
お
い
て
受
け
入
れ
て
い
る
「
規
範
」
も
、
確
か
に
「
べ
し
」
の
規
則
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る(7)  

。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
規
範
理
論
が
論
じ
よ
う
と
す
る
規
範
で
は
な
い
。
規
範
理
論
が
論
じ
る
べ
き
規
範
は
、
諸
個
人
が
既
に
受
け
入

れ
て
い
る
「
べ
し
」
を
超
え
る
、
そ
れ
と
は
異
な
る
「
べ
し
」
で
あ
る
。 

 　

そ
こ
で
次
の
問
題
は
、
構
築
主
義
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
規
範
を
ど
の
よ
う
に
し
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
提
示
す
る
の
は
、（
や
や
同
義
反
復
だ
が
）
単
に
社
会
を
「
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の
」
と

理
解
す
る
だ
け
で
は
、
諸
個
人
が
既
に
受
け
入
れ
て
い
る
も
の
を
超
え
る
規
範
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
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い
か
ら
で
あ
る
。た
と
え
ば
、江
原
由
美
子
は
、性
別
分
業
な
ど
の
性
別
に
関
わ
る
社
会
的
実
践
の
規
則
的
パ
タ
ー
ン
を「
ジ
ェ
ン
ダ
ー

秩
序
」と
呼
び
、そ
れ
を「
言
語
的
規
則
」か
ら
成
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る（
江
原 

二
〇
〇
一
：
一
六
〇
―
一
六
三
）。
こ
れ
は
、ジ
ェ

ン
ダ
ー
秩
序
を
、物
質
的
な
い
し
客
観
的
な
実
在
と
し
て
で
は
な
く
、社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
試
み
で
あ
る
。

確
か
に
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
を
言
語
規
則
の
観
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
で
、そ
の
変
化
の
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
（
田

村 

二
〇
一
一
：
二
八
四
―
二
八
五
）。
実
際
、
江
原
自
身
も
、「
社
会
成
員
が
こ
れ
ま
で
と
は
全
く
別
の
パ
タ
ー
ン
の
社
会
実
践
を

行
う
こ
と
も
、
充
分
に
可
能
で
あ
る
」、「
変
動
の
契
機
は
い
く
ら
で
も
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
（
江
原 

二
〇
〇
一
：
三
九
五
）。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
江
原
の
議
論
に
対
し
て
は
、「
一
枚
岩
的
な
言
説
と
実
践
に
よ
る
再
生
産
の
説
明
に
終
始
す
る
傾
向
」
が

指
摘
さ
れ
る
（
山
根 

二
〇
一
〇
：
二
九
二
）。
こ
の
こ
と
は
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
と
異
な
る
秩
序
を
展
望
し
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
が
「
社
会
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
」
と
把
握
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。 

 　

こ
こ
で
参
照
し
た
い
の
が
、「
社
会
的
な
る
も
の
」
と
「
政
治
的
な
る
も
の
」
と
を
区
別
し
、
前
者
に
対
す
る
後
者
の
優
位 

―

 「
政
治
的
な
る
も
の
の
優
位
」
を
主
張
す
る
ラ
ク
ラ
ウ
の
議
論
で
あ
る
。
ラ
ク
ラ
ウ
は
、
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
沈
殿

（sedim
entation

）」
と
「
再
活
性
化
（reactivation
）」
の
区
別
を
、「
政
治
的
な
る
も
の
」
と
「
社
会
的
な
る
も
の
」
と
の
区
別
を

理
解
す
る
た
め
に
援
用
す
る
。
沈
殿
と
は
、
物
事
の
起
源
が
忘
却
さ
れ
、
あ
り
得
た
は
ず
の
他
の
選
択
肢
が
見
え
な
く
な
り
、
元
々

の
偶
発
性
の
痕
跡
が
消
え
去
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
、
既
存
の
も
の
は
、
実
際
に
は
他
の
可
能
性
を
排
除
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
客
観
的
な
存
在
と
見
な
さ
れ
る
。
再
活
性
化
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
客
観
性
」
の
偶
発
的
な
性
質
を
、
新
た
な
敵
対
性
の
発

生
を
通
じ
て
再
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ク
ラ
ウ
は
、
沈
殿
を
「
社
会
的
な
る
も
の
」
と
し
て
、
再
活
性
化
、
つ
ま
り
敵
対
性
の

契
機
を
「
政
治
的
な
る
も
の
」
と
し
て
理
解
す
る
（Laclau 1990: 34 

― 35; 
cf. 

近
藤 

二
〇
〇
一；

山
本 

二
〇
一
〇
）。
こ
の
よ
う

に
理
解
さ
れ
た
「
政
治
的
な
る
も
の
」
は
、「
社
会
の
『
制
度
化
』
の
契
機
（the  instituting  m

om
ent of society

）」
と
な
る
（Laclau 
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1996b: 47

＝2002: 92

）。「
政
治
的
な
る
も
の
」
は
、「
社
会
的
な
る
も
の
」
の
外
部
か
ら
そ
の
（
再
）
基
礎
づ
け
を
行
う
の
で
あ

る
（M

archart 2007: 135

(8)

）  。 

 　

以
上
の
ラ
ク
ラ
ウ
の
議
論
を
援
用
す
る
こ
と
で
、「
社
会
的
構
築
」
で
は
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
新
た
な
規
範
を
語
る
た
め
の

条
件
が
見
え
て
く
る
。
問
題
は
、「
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
」
と
述
べ
る
だ
け
で
は
、
既
存
の
規
範
の
受
け
入
れ
を
超
え
て
、
そ
れ

と
は
異
な
る
規
範
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
ラ
ク
ラ
ウ
の
議
論
は
、
後
者
を
視
野
に
入
れ
る
た

め
に
は
、「
社
会
的
な
る
も
の
」
と
「
政
治
的
な
る
も
の
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
。
既
存
の
規
範
が

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
状
態
は
「
社
会
的
な
る
も
の
」
＝
「
沈
殿
」
の
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
社
会
」
に
お
け
る
「
政

治
的
な
る
も
の
」
＝
「
再
活
性
化
」
の
契
機
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
で
、
そ
れ
以
外
の
規
範
も
存
在
し
得
る
こ
と
を
理
論
的
に
表
現

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
政
治
的
な
る
も
の
」
は
、
社
会
の
究
極
的
な
基
礎
づ
け
の
不
可
能
性
あ
る
い
は
欠
如
を
示
す

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（M

archart 2007: 154
）。
言
い
換
え
れ
ば
、「
政
治
的
な
る
も
の
」
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
、
特
定
の
規

範
の
み
が
諸
個
人
を
規
定
し
続
け
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。「
社
会
的
構
築
」
の
用
語
を
用
い
る
だ
け
で
は
、

こ
の
よ
う
な
「
社
会
的
な
る
も
の
」
と
「
政
治
的
な
る
も
の
」
と
の
違
い
を
、
そ
し
て
、
後
者
の
存
在
が
、
諸
個
人
が
異
な
る
規
範

に
従
う
可
能
性
を
担
保
す
る
こ
と
を
、
理
論
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

 　

こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
構
築
主
義
を
、「
社
会
（
的
）
構
築
主
義
」
と
区
別
し
て
「
政
治
的
構
築
主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

政
治
的
構
築
主
義
は
、
社
会
の
基
盤
に
「
政
治
的
な
る
も
の
」
の
契
機
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。
マ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
倣
っ
て
、
そ
れ

を
「
政
治
的
存
在
論
（political ontology

）」
と
呼
ん
で
も
よ
い
（M

archart 2007: chap. 7

）。
マ
ー
チ
ャ
ー
ト
は
、「
存
在
の
基

盤
の
不
在
」
が
「
利
用
で
き
る
唯
一
の
基
盤
」
と
な
る
と
も
述
べ
て
い
る
が
（M

archart 2006: 21

）、そ
う
し
た
「
基
盤
の
不
在
」

の
中
で
社
会
を
部
分
的
に
、
か
つ
、
完
全
な
成
功
の
見
込
み
な
し
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
契
機
こ
そ
が
「
政
治
的
な
る
も
の
」
な
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の
で
あ
る
（cf. M

archart 2007: 2

(9)

）  。 

 

第
三
節　

政
治
的
構
築
主
義
は
規
範
を
ど
こ
ま
で
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？ 

 　

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
社
会
的
な
る
も
の
」と
区
別
さ
れ
た「
政
治
的
な
る
も
の
」の
存
在
を
把
握
す
る
政
治
的
構
築
主
義
は
、

新
た
な
規
範
の
発
生
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
新
た
な
規
範
」
が
「
望
ま
し
い
」
規
範
で
あ
る

と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
で
次
の
問
題
は
、
こ
の
タ
イ
プ
の
構
築
主
義
は
特
定
の
規
範
を
正
当
化
す
る
論
理
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き

る
の
か
、
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
以
下
で
は
ラ
ク
ラ
ウ
の
議
論
を
事
例
と
し
て
検
討
す
る
。 

 　

ラ
ク
ラ
ウ
は
、「
存
在
論
レ
ベ
ル
の『
倫
理
化
』に
向
か
う
近
年
の
風
潮
」に「
断
固
と
し
て
反
対
す
る
」と
述
べ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
そ

の
妥
当
性
が
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
的
な
空
間
か
ら
独
立
で
あ
る
よ
う
な
倫
理
的
な
原
理
あ
る
い
は
規
範
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な

い
」
か
ら
で
あ
る
（Laclau 1996b: 58

＝2002: 113
）。
こ
こ
で
彼
は
、特
定
の
文
脈
か
ら
超
越
し
た
、そ
の
意
味
で
「
普
遍
的
な
」

価
値
と
し
て
の
「
倫
理
」
は
、
実
際
に
は
、
具
体
的
な
特
定
の
「
社
会
」
に
お
い
て
局
所
的
に
存
在
す
る
「
規
範
」
と
結
び
つ
け
ら

れ
る
こ
と
（
た
だ
し
完
全
な
結
び
つ
き
は
不
可
能
で
あ
る
が
）
に
よ
っ
て
の
み
存
在
し
得
る
、と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
の
「
倫

理
」
と
「
規
範
」
と
の
違
い
、な
い
し
「
通
約
不
可
能
性
」
を
認
め
た
上
で
、両
者
を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
る
か
と
い
う
こ
と
が
、

「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
の
課
題
な
の
で
あ
る
（Laclau 2000: 80 

― 81

＝2002: 110 
― 111

）。 

 　

こ
の
よ
う
な
ラ
ク
ラ
ウ
の
議
論
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、彼
は
、「
倫
理
」
や
「
規
範
」
の
内
容
を
語
っ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
「
倫
理
」
な
り
「
規
範
」
な
り
が
「
望
ま
し
い
／
正
し
い
」
の
か
と
い
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う
こ
と
に
つ
い
て
、
ラ
ク
ラ
ウ
は
述
べ
て
い
な
い
。
彼
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
、
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め

て
い
る
か
と
い
う
問
題
、
換
言
す
れ
ば
、
倫
理
や
規
範
の
存
在
論
で
あ
る
。
第
二
に
、「
倫
理
」
に
せ
よ
「
規
範
」
に
せ
よ
、
ラ
ク

ラ
ウ
は
、
こ
れ
ら
が
社
会
を
基
礎
づ
け
る
位
置
に
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
（see also Laclau 1996a: 78 

― 79

）。
倫
理
と
規
範
と

を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
い
う
「
政
治
的
な
る
も
の
」
の
役
割
で
あ
る
。
倫
理
な
り
規
範
な
り
が
社
会
を
作
る
の
で

は
な
く
、「
政
治
的
な
る
も
の
」
が
社
会
を
作
る
の
で
あ
る
（cf. Laclau 1996b: 58 

― 59

＝2002: 113 

― 114

）。 

 　

こ
の
よ
う
な
ラ
ク
ラ
ウ
の
議
論
は
、「
政
治
的
な
る
も
の
の
優
位
」
を
主
張
す
る
彼
の
立
場
か
ら
す
る
と
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
の
議
論
で
は
、「
政
治
的
な
る
も
の
」
自
体
を
規
制
す
る
「
倫
理
」
な
り
「
規
範
」
な
り
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
結
局
、「
倫
理
」
と
「
規
範
」
と
の
間
で
ど
の
よ
う
な
新
た
な
価
値
が
決
定
さ
れ
る
か
は
、
誰
に
も

わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、「
望
ま
し
く
な
い
」
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
な
い
と
な
ぜ
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 　

こ
の
点
を
問
題
に
す
る
の
が
、
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
で
あ
る
（C

ritchley 2004

）。
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
ラ
ク
ラ
ウ
の
理
論
で

は
、「
民
主
的
な
」
決
定
と
そ
う
で
な
い
決
定
と
の
区
別
が
で
き
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
彼
の
理
論
を
単
な
る
「
事
実
の
記
述
」
と

し
て
の
理
論
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
も
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
理
論
が
単
な
る
現
実
に
存
在
す
る
状
態
の
記
述
な

の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
理
論
か
ら
、「
現
在
の
状
態
と
そ
う
で
は
な
い
状
態
と
の
間
の
ス
ペ
ー
ス
を
開
い
て
お
く
と
い
う
批
判
的
機
能
」

が
奪
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
ラ
ク
ラ
ウ
の
議
論
の
問
題
点
は
、
自
分
が
行
っ
て
い
る
こ
と
が
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
を
十
分
に
明
確
化
す
る
こ
と
な
し
に
、
彼
が
記
述
的
と
規
範
的
の
両
方
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の

点
に
、「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
理
論
に
お
け
る
あ
る
種
の
規
範
的
欠
如
と
い
う
リ
ス
ク
」
が
存
在
す
る
。
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
は
、
こ
の
リ
ス
ク

を
回
避
す
る
た
め
に
、
ラ
ク
ラ
ウ
が
依
拠
し
て
い
る
も
の
と
は
別
の
脱
構
築
の
理
解
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。

そ
れ
は
、一
九
九
〇
年
代
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
著
作
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
、「
無
限
の
責
任
へ
の
メ
シ
ア
的
な
倫
理
的
命
令
」
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で
あ
る
（C

ritchley 2004: 117

）。 

 　

も
っ
と
も
、
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
は
、
上
記
の
よ
う
に
ラ
ク
ラ
ウ
が
「
倫
理
」
に
つ
い
て
語
り
始
め
た
こ
と
で
（Laclau 2000: 79 

―

 82

＝2002: 109 

― 112

）、
そ
の
立
場
に
重
要
な
変
更
が
生
じ
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
（C

ritchley 2004: 117

）。
し
か
し
、
た
と

え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
問
題
は
解
決
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ラ
ク
ラ
ウ
は
彼
の
言
う
「
倫
理
」
が
「
民
主
主
義
社
会
」
に
お
け

る
そ
れ
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
明
確
に
述
べ
よ
う
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
、も
し
も
そ
れ
が
民
主
的
社
会
に
お
け
る「
倫

理
」
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
特
定
の
「
規
範
的
」
内
容 

― 

民
主
主
義
的
政
治
形
態
は
他
の
政
治
形
態
よ
り
も
よ
い 

― 

を
含
ん
だ
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
で
、
ラ
ク
ラ
ウ
が
よ
り
一
般
的
に
「
倫
理
」
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
の
「
倫
理
」
に

一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
結
局
、
ラ
ク
ラ
ウ
は
な
ぜ
そ
こ
ま
で
「
倫
理
」
の
具
体
的
内

容
を
語
ら
ず
、「
純
粋
に
実
態
分
析
的
な
メ
タ
倫
理
的
探
求
」
に
徹
し
、「
倫
理
的
な
も
の
が
具
体
的
な
内
容
を
伴
わ
な
い
こ
と
（the 

content-free character of the ethical
）」を
強
調
す
る
の
か
理
解
で
き
な
い
、と
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
は
述
べ
る
。彼
の
結
論
は
や
は
り
、

「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
理
論
に
お
け
る
規
範
的
欠
如
」
で
あ
る
（C

ritchley 2004: 121

）。 

 　

こ
う
し
て
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
は
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
が
特
定
の
内
容
を
持
っ
た
倫
理
／
規
範
と
結
び
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
政
治
の
核
心
は
、政
治
的
行
為
に
動
機
づ
け
の
力
あ
る
い
は
推
進
力
を
提
供
す
る『
メ

タ
政
治
的
な
』
倫
理
的
契
機
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
（C

ritchley 2007: 12 

― 13

）。
既
に
述
べ
た
よ

う
に
、
そ
れ
は
デ
リ
ダ
的
、
あ
る
い
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
的
な
他
者
へ
の
応
答
責
任
の
倫
理
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
倫
理
が
民
主
主
義
的

政
治
を
支
え
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 　

し
か
し
、
ラ
ク
ラ
ウ
は
、
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
の
主
張
を
受
け
入
れ
な
い
。
ラ
ク
ラ
ウ
に
と
っ
て
は
、「
倫
理
」
は
、
あ
ら
か
じ
め
概

念
的
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
空
虚
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
空
虚
な
「
倫
理
」
が
あ
る
社
会
に
お
け
る
「
規
範
」
と
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結
び
つ
く
の
は
、「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
備
給
（radical investm

ent

）」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
備
給
と
は
、
そ
れ
自
体
は

空
虚
で
あ
る
「
倫
理
」
を
、
そ
の
名
前
か
ら
は
論
理
的
に
演
繹
さ
れ
得
な
い
よ
う
な
内
容
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
「
正
義
」
と
は
、
そ
れ
自
体
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
不
正
義
の
状
況
（
剥
奪
、
混
乱
、
無
秩
序
な
ど
）
が

存
在
す
る
が
ゆ
え
に
意
味
を
持
つ
。
何
が
「
正
義
」
で
あ
る
か
は
、
そ
う
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
状
況
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
反
転
さ
せ
る

べ
く
、
特
定
の
内
容
で
こ
の
空
虚
な
概
念
を
満
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
そ
の
営
み
は
た
と
え
ば
、
不
正
義
の
状
況
の
原
因
を

何
か
に
帰
属
さ
せ
、
そ
れ
に
反
対
す
る
連
鎖
を
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
（Laclau 2004: 286 

―

 87; 2005a: 96 

― 97

）。
結
局
、
ラ
ク
ラ
ウ
は
、「
倫
理
」
が
そ
れ
自
体
と
し
て
特
定
の
内
容
を
持
ち
得
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
そ

の
内
容
を
決
め
る
の
は
、
や
は
り
「
政
治
的
な
る
も
の
」 

― 

こ
こ
で
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
備
給
と
表
現
さ
れ
た
も
の 

― 

で
あ
る
。 

 　

こ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
備
給
は
、「
何
で
も
あ
り
」
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
ラ
ク
ラ

ウ
は
、
そ
れ
を
行
う
諸
個
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
決
定
し
得
る
完
全
な
「
主
体
／
主
権
者
」
で
は
な
く
、
そ
の
選
択
の
地
平
に
限

界
を
設
け
る
よ
う
な
（「
倫
理
」
で
は
な
く
）「
規
範
」
の
枠
組
み
、
す
な
わ
ち
特
定
の
局
所
的
な
文
脈  

の
中
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。
実
際
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
倫
理
」
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
（cf. Laclau 2000: 83

＝2002: 

113; 2004: 287

(10)

）  。 

 　

以
上
の
ラ
ク
ラ
ウ
の
議
論
の
概
観
が
示
し
て
い
る
の
は
、次
の
こ
と
で
あ
る
。
第
一
に
、彼
は
、規
範
（
あ
る
い
は
「
倫
理
」）
が
「
政

治
的
な
る
も
の
」
と
独
立
し
て
存
在
す
る
と
は
考
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
し
た
が
っ
て
、（
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
の

よ
う
に
）
何
ら
か
の
規
範
に
よ
っ
て
「
政
治
的
な
る
も
の
」
を
規
制
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
政
治
的
な
る
も
の
」
が
ど
の

よ
う
に
規
範
を
生
み
出
す
か
を
論
じ
よ
う
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、「
政
治
的
存
在
論
」
と
し
て
は

一
貫
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
こ
そ
が
、
ラ
ク
ラ
ウ
の
議
論
が
構
築
主
義
で
は
相
対
主
義
に
陥
る
だ
け
な
の
で
は
な
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い
か
と
い
う
疑
義
に
十
全
な
形
で
答
え
て
い
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
議
論
で
は
、
も
し
も
個
別

の
社
会
に
何
ら
か
の
「
望
ま
し
く
な
い
」（
ラ
ク
ラ
ウ
の
意
味
で
の
）「
規
範
」
が
存
在
し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
批
判
す
る
根
拠

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
相
対
主
義
に
陥
る
と
い
う
危
惧
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
由
来
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
節
で
経
験
的
な
構
築
主
義
は
規
範
を
規
範
的
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
た
が
、政
治
的
構
築
主
義
も
、結
局
の
と
こ
ろ
、

規
範
を
規
範
的
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ラ
ク
ラ
ウ
自
身
は
、
事
実
の
記
述
と
規
範
的
な
も
の
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
主
張
で
答
え
よ

う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
例
と
し
て
彼
が
挙
げ
る
の
は
、「
個
々
の
自
由
な
発
展
が
全
体
の
自
由
な
発
展
の
た
め
の

条
件
に
な
る
社
会
」と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
仮
定
で
あ
る
。
こ
の
仮
定
で
は
、記
述
と
規
範
は
分
離
し
て
い
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が「
認

識
す
る
客
観
的
過
程
に
は
す
で
に

0

0

0

規
範
の
次
元
が
あ
る
」の
で
あ
る（Laclau 2000: 80

＝2002: 110. 

傍
点
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）。 

 　

し
か
し
、
こ
の
議
論
は
成
功
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
ラ
ク
ラ
ウ
自
身
が
よ
く
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る

事
実
と
規
範
と
の
未
分
離
は
、
歴
史
発
展
の
必
然
性
の
法
則
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
法
則
へ
の
信
頼
が
揺
ら
ぐ
と
、

事
実
と
し
て
の
歴
史
的
な
展
開
の
帰
結
が
規
範
的
に
望
ま
し
い
帰
結
で
も
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
（cf. Laclau 

2000: 80

＝2002: 110

(11)

）  。
そ
し
て
、「
ポ
ス
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」
と
し
て
の
ラ
ク
ラ
ウ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
の

発
展
法
則
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
示
唆
す
る
の
は
、仮
に
事
実
と
し
て
の
「
客
観
的
過
程
」
に
何
ら
か
の
「
規
範
の
次
元
」

が
存
在
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
特
定
の
（
た
と
え
ば
左
翼
的
な
）
観
点
か
ら
見
て
「
望
ま
し
い
」
も
の
で
あ
る
保
証
は
存
在

し
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
発
展
論
を
否
定
し
て
お

き
な
が
ら
、
事
実
の
中
に
特
定
の
観
点
か
ら
み
て
正
当
な
規
範
を
読
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

 　

も
っ
と
も
、
ラ
ク
ラ
ウ
が
「
望
ま
し
さ
」
に
つ
い
て
全
く
語
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
民
主
的
な
社
会
」
に
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つ
い
て
の
彼
の
議
論
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
ラ
ク
ラ
ウ
は
、「
自
ら
の
基
盤
の
偶
発
性
を
た
え
ず
し
め
す
社
会
だ
け
が
、
民
主
的
な
社

会
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
民
主
的
な
社
会
」
と
は
、「〔
普
遍
的
な
〕
倫
理
的
な
契
機
と
〔
個
別
的
で

局
所
的
な
〕
規
範
的
な
秩
序
と
の
亀
裂
を
た
え
ず
開
い
た
も
の
に
し
て
お
く
社
会
」
の
こ
と
で
あ
る
（Laclau 2000: 86

＝2002: 

116 

― 117
）。
こ
こ
で
ラ
ク
ラ
ウ
が
、「
民
主
的
な
社
会
」
が
「
望
ま
し
い
」
と
直
截
的
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
言
え
、

た
と
え
ば
、「
全
体
主
義
」
あ
る
い
は
「
共
同
体
の
内
部
崩
壊
」
と
の
対
比
で
「
民
主
的
な
社
会
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

（Laclau 2000: 86
＝2002: 116

）、
こ
こ
で
ラ
ク
ラ
ウ
が
「
民
主
的
な
社
会
」
を
「
望
ま
し
い
」
社
会
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
彼
が
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
望
ま
し
い
政
治
的
立
場
と
し
て
支
持

し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
と
も
あ
れ
、「
民
主
的
な
社
会
」
を
語
る
時
、
ラ
ク
ラ
ウ
は
、
特
定
の
規
範
の
偶

発
性
を
絶
え
ず
示
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
社
会
と
し
て
の
「
民
主
的
な
社
会
」
が
望
ま
し
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 　

こ
こ
で
の
問
題
は
、「
民
主
的
な
社
会
」
が
望
ま
し
い
こ
と
の
論
拠
が
政
治
的
存
在
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
か

ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
確
か
に
ラ
ク
ラ
ウ
は
、
政
治
的
存
在
論
と
望
ま
し
い
価
値
と
し
て
の
民
主
主
義
と
を
直
接
的

に
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
民
主
的
な
社
会
」
と
は
、「
自
ら
の
基
盤
の
偶
発
性
を
た
え
ず
し
め
す

社
会
」
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
も
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
や
は
り
次
の
よ
う
に
ラ
ク
ラ
ウ
に
問
う
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
自
ら
の
基
盤
の
偶
発
性
」
か
ら
「
民
主
的
」
で
は
な
い
帰
結
が
生
じ
な
い
と
な
ぜ
言
え
る
の
か
、
と
。
あ

る
社
会
が
「
自
ら
の
基
盤
の
偶
発
性
」
か
ら
出
発
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
偶
発
性
を
絶
え
ず
示
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
う
で
あ
る
「
べ
し
」
と
す
る
規
範
が
存
在
す
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
規
範
が
存
在
し
な
け

れ
ば
、「
基
盤
の
偶
発
性
」
が
持
続
す
る
保
証
は
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
基
盤
の
偶
発
性
と
民
主
主

義
と
を
結
び
つ
け
る
議
論
も
、
や
は
り
困
難
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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以
上
の
考
察
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
ラ
ク
ラ
ウ
は
規
範
を
規
範
的
に
語
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

際
の
問
題
は
、
規
範
と
し
て
の
民
主
主
義
の
論
拠
が
規
範
的
に
で
は
な
く
、「
政
治
的
存
在
論
」
と
し
て
の
「
政
治
的
な
る
も
の
」

に
直
接
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
主
主
義
と
「
政
治
的
な
る
も
の
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
別
の

形
で
理
論
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
も
、そ
の
際
に
鍵
と
な
る
の
は
、ラ
ク
ラ
ウ
自
身
が
使
用
す
る
「
節
合
」
の
概
念
で
あ
る
。

も
し
も
民
主
主
義
と
「
政
治
的
な
る
も
の
」
と
の
関
係
が
節
合
に
よ
る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
前
者
が
後
者
を
基
礎

と
す
る
と
述
べ
る
こ
と
な
し
に
、
両
者
の
関
係
性
を
理
論
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
終
節
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
る
。 

 

第
四
節　

政
治
的
構
築
主
義
と
規
範
と
し
て
の
民
主
主
義
の
節
合 

 　

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ラ
ク
ラ
ウ
の
理
論
は
、
政
治
的
構
築
主
義
の
立
場
か
ら
規
範
を
規
範
的
に
語
る
こ
と
に
成
功
し
て
い

な
い
。
構
築
主
義
が
規
範
を
規
範
的
に
語
る
た
め
の
方
法
は
、
も
は
や
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
ハ
ン
セ
ン
お
よ
び

マ
ー
チ
ャ
ー
ト
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
。
そ
の
結
果
示
さ
れ
る
の
は
、
構
築
主
義
は
確
か
に

直
接
規
範
を
規
範
的
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
節
合
」
と
い
う
方
法
を
通
じ
て
規
範
と
の
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
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 （
一
）
ハ
ン
セ
ン 

 　

ハ
ン
セ
ン
は
、
政
治
的
構
築
主
義
と
規
範
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ラ
ク
ラ
ウ
（
と
ム
フ
）
の
概
念
を
援
用
し
つ
つ
、
よ
り
周
到
な

考
察
を
行
っ
て
い
る
。
ハ
ン
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
構
築
主
義
と
特
定
の
規
範
と
の
間
に
必
然
的
リ
ン
ク
は
存
在
し
な
い
。「
特
定
の
規

範
的
立
場
を
存
在
論
的
構
築
主
義
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（H

ansen 2010: 101

）。
そ
れ
は
、
生
物
学
的
・
遺
伝
子
本

質
主
義
が
、
保
守
主
義
か
ら
平
等
主
義
ま
で
の
異
な
る
政
治
的
立
場
と
結
び
つ
き
得
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る(12)  

。
構
築
主
義
で
あ
れ
本

質
主
義
で
あ
れ
、
い
か
な
る
特
定
の
政
治
的
立
場
と
も
必
然
的
に
結
び
つ
く
こ
と
は
な
い
。 

 　

た
だ
し
、
両
者
の
結
び
つ
き
を
、
特
定
の
「
節
合
（articulation

）」
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
（H

ansen 2010: 

100 

― 101

）。
こ
こ
で
節
合
と
は
、「
諸
要
素
の
間
に
、
そ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
同
一
性
）
が
節
合
的
実
践
の
結
果
と
し
て

修
正
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
関
係
性
を
確
立
す
る
よ
う
な
実
践
」
の
こ
と
で
あ
る
（Laclau and M

ouffe 1985: 105

＝1992: 169. 

訳
は
一
部
変
更
）。
こ
の
定
義
は
、
や
や
同
義
反
復
気
味
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
節
合
と
は
、
個
別
的
な
諸
要
素
が
よ
り
大
き
な

（
言
説
的
）
枠
組
の
下
で
、
そ
れ
ら
の
要
素
の
少
な
く
と
も
一
部
を
変
容
さ
せ
な
が
ら
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
（cf. H

ansen 

2010: 98

）。
ハ
ン
セ
ン
は
、
ラ
ク
ラ
ウ
（
と
ム
フ
）
自
身
に
よ
る
節
合
の
概
念
を
援
用
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
た
と
え
直
接
的
で

は
な
く
と
も
、
構
築
主
義
が
規
範
と
あ
る
形
態
に
お
い
て
連
関
し
得
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
規
範
と
構

築
主
義
と
の
関
係
を
、後
者
か
ら
前
者
が
導
か
れ
る
と
い
う
関
係
で
は
な
く
、両
者
の
節
合
と
し
て
理
解
す
べ
き
と
言
う
の
で
あ
る
。 

 　

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
構
築
主
義
と
節
合
さ
れ
得
る
規
範
と
は
何
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
ハ
ン
セ
ン
は
、「
構
築
主
義
の
立

場
と
有
効
に
節
合
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
特
定
の
規
範
的
理
想
」
と
し
て
「
民
主
化
の
エ
ー
ト
ス
」、
あ
る
い
は
、「
来
た
る
べ
き
も
の

（som
ething to com

e

）」
と
し
て
の
民
主
主
義
を
提
案
す
る
。
ハ
ン
セ
ン
が
そ
の
よ
う
な
民
主
主
義
と
し
て
参
照
す
る
の
は
、
ラ
ク
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ラ
ウ
や
ム
フ
の
そ
れ
で
あ
る
。
前
節
で
既
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
ラ
ク
ラ
ウ
に
よ
れ
ば
、「
自
ら
の
基
盤
の
偶
発
性
を
た
え
ず
し
め

す
社
会
だ
け
が
、
民
主
的
な
社
会
で
あ
る
」（Laclau 2000: 86

＝2002: 116 

― 117

）。
ム
フ
に
と
っ
て
も
、
民
主
主
義
は
、
常
に

完
全
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
限
り
に
お
い
て
、「
よ
き
」
民
主
主
義
で
あ
る(13)  

。
彼
ら
に
と
っ
て
の
民
主
主
義
と
は
、
そ
れ
自
体
の

十
全
な
実
現
か
ら
隔
た
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
民
主
的
で
あ
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
民
主
主
義
で
あ
る（cf. H

ansen 2010: 103

）。 

 　

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
次
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
ン
セ
ン
が
ラ
ク
ラ
ウ
や
ム
フ
の
民
主
主
義
概
念
を
、
構
築
主
義
の
立

場
そ
の
も
の
か
ら
導
か
れ
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
た
規
範
と
し
て
捉
え
た
上
で
、
両
者
の
関
係
を
節
合
と

し
て
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
ラ
ク
ラ
ウ
の
場
合
に
は
、
構
築
主
義
と
規
範
的
概
念
と
し
て
の

民
主
主
義
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
ン
セ
ン
は
、
前
者
の
立
場
か
ら
後
者
を
導
く
た
め
の
論

理
で
は
な
く
、
両
者
の
関
係
を
節
合
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 　

こ
こ
で
民
主
主
義
全
般
で
は
な
く
、
特
定
の
民
主
主
義
観
（
と
し
て
の
「
来
た
る
べ
き
」
民
主
主
義
）
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
注
意
し
て
お
こ
う
。
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
節
合
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
諸
要
素
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
変
容
す
る
よ
う
な

実
践
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
的
存
在
論
と
民
主
主
義
と
の
節
合
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
民
主
主
義
の
概
念
が
政
治
的

存
在
論
と
結
び
つ
く
よ
う
に
変
容
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る(14)  
。
ラ
ク
ラ
ウ
や
ム
フ
の
民
主
主
義
理
解
は
、
ポ
ス
ト
基
礎
づ
け
主
義
的

な
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
、
民
主
主
義
の
「
基
盤
の
偶
発
性
」
や
（
ラ
ク
ラ
ウ
）、
実
現
不
可
能
性
（
ム
フ
）
を

強
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
民
主
主
義
は
、
何
ら
か
の
基
盤
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
「
基
盤
の
不
在
」
を
基
盤
と
す
る
よ
う
な
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
構
築
主
義
の
立
場
と
節
合
可
能
で
あ
る
よ
う
に

捉
え
直
さ
れ
た
民
主
主
義
像
な
の
で
あ
る
。 
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 （
二
）
マ
ー
チ
ャ
ー
ト 

 　

次
に
、
マ
ー
チ
ャ
ー
ト
の
議
論
を
見
て
み
よ
う
。
彼
も
ハ
ン
セ
ン
と
同
様
に
、
あ
る
存
在
論
か
ら
特
定
の
規
範
な
り
政
治
的
立
場

な
り
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、「
存
在
論
的
な
」（
オ
ン
ト
ロ
ジ
カ
ル
）次
元
に
お
け
る「
政

治
的
な
る
も
の
」
と
「
存
在
的
な
」（
オ
ン
テ
ィ
ッ
ク
）
次
元
に
お
け
る
「
政
治
」
と
の
違
い
、
そ
し
て
、
両
者
の
間
の
非
連
続
性

と
い
う
理
解
で
あ
る
（M

archart 2006: 27

）。「
政
治
的
な
る
も
の
」
は
存
在
論
的
（
オ
ン
ト
ロ
ジ
カ
ル
）
で
あ
る
が
、「
民
主
主
義
」

は
「
政
治
」
の
一
形
態
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
存
在
的
（
オ
ン
テ
ィ
ッ
ク
）
で
あ
る(15)  

。 

 　

こ
の
区
別
を
踏
ま
え
る
と
、
確
か
に
、「
政
治
的
存
在
論
」（
構
築
主
義
）
か
ら
導
か
れ
る
も
の
は
、
民
主
主
義
と
は
限
ら
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。「
私
た
ち
は
、（
解
放
的
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
で
あ
れ
）
特
定
の
存
在
的
（
オ
ン
テ
ィ
ッ
ク
）

な
政
治
を
基
礎
づ
け
ま
た
は
決
定
す
る
よ
う
な
存
在
論
的
（
オ
ン
ト
ロ
ジ
カ
ル
）
な
基
盤
を
確
保
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
」（M

archart 2007: 157

）。
存
在
論
的
な
基
盤
の
不
在
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
特
徴
で
あ
り
、

必
ず
し
も
民
主
的
な
社
会
固
有
の
も
の
と
は
言
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
と
他
の
政
体
と
の
差
異
を
、
存
在
論
的
な
次
元
に

お
け
る
偶
発
性
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
（M

archart 2011: 967

）。 

 　

こ
の
よ
う
に
、「
存
在
論
的
」
な
次
元
で
基
盤
が
不
在
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
存
在
的
」
な
次
元
で
民
主
主
義
が
導
か
れ
る
と
は
限

ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ー
チ
ャ
ー
ト
は
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
民
主
主
義
（「
存
在
的
」）
の
側
か
ら
存
在
論
を
見
る
な
ら
ば
、

異
な
る
理
解
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
。す
な
わ
ち
、あ
ら
ゆ
る
民
主
主
義
は
、「
そ
れ
が
そ
の
名
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
」、

ポ
ス
ト
基
礎
づ
け
主
義
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
民
主
主
義
と
は
、
究
極
的
な
基
盤
の
欠
如
を
制
度
的
に

受
容
し
、場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
政
体
だ
か
ら
で
あ
る（M

archart 2011: 967

）。
言
い
換
え
れ
ば
、
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民
主
主
義
と
は
、「
基
礎
づ
け
の
失
敗
を
そ
れ
自
身
の
基
盤
へ
と
公
然
と
転
化
す
る
」
も
の
で
あ
る
（M

archart 2011: 968

）。
こ

の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
民
主
主
義
の
側
か
ら
見
た
場
合
に
、
基
盤
の
不
在
が
基
盤
と
な
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
要

す
る
に
、
す
べ
て
の
ポ
ス
ト
基
礎
づ
け
主
義
的
政
治
が
民
主
主
義
的
と
は
限
ら
な
い
が
、
す
べ
て
の
民
主
主
義
的
政
治
は
、
ポ
ス
ト

基
礎
づ
け
主
義
的
で
あ
る
」（M

archart 2007: 158

(16)

）  。 

 　

以
上
の
よ
う
に
、
マ
ー
チ
ャ
ー
ト
も
、
政
治
的
存
在
論
な
い
し
政
治
的
構
築
主
義
（「
存
在
論
的
な
政
治
的
な
る
も
の
」
の
次
元
）

と
民
主
主
義
（「
存
在
的
な
政
治
」
の
次
元
）
と
の
区
別
を
強
調
す
る
。「
政
治
的
な
る
も
の
」
そ
の
も
の
に
「
民
主
主
義
」
を
見
て

取
ろ
う
と
す
る
議
論
は
、
両
者
の
区
別
を
曖
昧
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
妥
当
で
は
な
い
。
両
者
の
連
関
は
、
民
主
主
義
か
ら
見
た
場

合
に
の
み
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
は
、（「
政
治
的
な
る
も
の
」
で
は
な
く
）「
政
治
」
の
次
元
で
、
政
治

的
存
在
論
の
偶
発
性
を
受
け
入
れ
る
原
理
な
の
で
あ
る
。 

 （
三
）
民
主
主
義
の
正
当
化
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て 

 　

ハ
ン
セ
ン
と
マ
ー
チ
ャ
ー
ト
の
議
論
か
ら
わ
か
る
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
に
、
政
治
的
構
築
主
義
の

立
場
か
ら
規
範
を
直
接
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
た
だ
し
、
規
範
と
し
て
の
民
主
主
義
は
政
治
的
構

築
主
義
と
親
和
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
ラ
ク
ラ
ウ
／
ム
フ
の
「
節
合
」
概
念
を
援
用
す
れ
ば
、
こ
の
親
和
性
を

構
築
主
義
の
立
場
か
ら
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
諸
点
を
確
認
し
た
上
で
、
以
下
で
は
、

政
治
的
構
築
主
義
は
規
範
と
し
て
の
民
主
主
義
を
ど
こ
ま
で
語
る
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
語
る
べ
き
だ
と
し
て
実
際
に
ど
こ
ま

で
語
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。 
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こ
の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
回
答
は
、
そ
も
そ
も
政
治
的
構
築
主
義
か
ら
規
範
と
し
て
の
民
主
主
義
が
直
接
導
か
れ
る
の
で
は
な

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
以
上
、
前
者
が
後
者
を
語
る
理
論
的
必
然
性
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
回

答
は
正
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
あ
る
程
度
見
て
き
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
政
治
的
構
築
主
義
の
立
場
の
理
論
家
た
ち
は
、
民
主

主
義
を
規
範
的
に
望
ま
し
い
政
治
原
理
と
し
て
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
規
範
と
し
て
の
民
主
主
義
の
語
り
方
を

点
検
し
て
お
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 　

最
初
に
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
政
治
的
構
築
主
義
の
理
論
家
た
ち
に
よ
る
民
主
主
義
の
正
当
化
（justification

）
は
必
ず
し
も
十

分
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
ハ
ン
セ
ン
に
つ
い
て
で
あ
る
。
彼
は
確
か
に
民
主
主
義
を
「
規
範
的
理
想
」
で
あ
る

と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
「
民
主
化
の
エ
ー
ト
ス
」
を
持
ち
出
す
理
由
の
説
明
は
、
あ
ま
り
説
得
的
で
は
な
い
。
ハ

ン
セ
ン
は
、
構
築
主
義
は
「
社
会
的
な
も
の
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
け
る
政
治
化
の
可
能
性
を
開
く
」
と
述
べ
、
こ
こ
か
ら
ひ
と
ま

ず
「
政
治
化
の
エ
ー
ト
ス
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
政
治
化
の
エ
ー
ト
ス
」
に
は
、
す
ぐ
に
次
の
二
つ
の
留
保
が

つ
け
ら
れ
る
。
第
一
に
、構
築
主
義
か
ら
「
政
治
化
の
エ
ー
ト
ス
」
へ
の
つ
な
が
り
は
、「
論
理
的
な
移
行
」
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、「
政
治
化
の
エ
ー
ト
ス
」
は
「
特
に
魅
力
的
で
は
な
い
」
行
為
を
含
む
「
あ
り
う
る
行
為
の
あ
ま
り
に
広
い
範
囲
を
カ
バ
ー

す
る
」
も
の
な
の
で
、
そ
れ
に
代
え
て
「
民
主
化
の
エ
ー
ト
ス
」
概
念
を
採
用
す
る
こ
と
で
あ
る
（H

ansen 2010: 101 

― 102

）。

一
点
目
の
留
保
は
、
構
築
主
義
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
二
点
目
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一

点
目
で
構
築
主
義
か
ら
「
政
治
化
の
エ
ー
ト
ス
」
へ
の
つ
な
が
り
は
「
論
理
的
な
移
行
」
で
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、「
政
治
化
」
を
「
民
主
化
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
構
築
主
義
の
理
論
的
立
場
と
規
範
と
の
関
係
が
曖
昧
化
し
て
し
ま

う
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
民
主
化
の
エ
ー
ト
ス
」
が
「
政
治
化
」
を
特
徴
と
す
る
構
築
主
義
の
立
場
か
ら

導
か
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
両
者
の
関
係
は
節
合
で
あ
る
の
か
が
、
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ハ
ン
セ
ン
が
行
う
べ
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き
こ
と
は
、「
政
治
化
」
を
「
民
主
化
」
で
置
き
換
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
両
者
の
違
い
を
明
確
化
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
作
業
を
十
分
に
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

 　

次
に
、
マ
ー
チ
ャ
ー
ト
も
、
民
主
主
義
を
望
ま
し
い
原
理
と
し
て
見
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
正

当
化
の
た
め
の
議
論
を
十
分
に
行
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
あ
る
論
文
で
彼
は
、
民
主
主
義
は
、「
存
在
的
な
」
次
元
の
「
政
治
」

が
偶
発
性
を
必
然
的
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
迫
る
と
い
う
意
味
で
「
倫
理
的
要
件
（ethical exigency

）」
な
の
だ
と

述
べ
て
い
る
（M

archart 2011: 968

）。
し
か
し
、
こ
の
表
現
を
、
民
主
主
義
の
「
望
ま
し
さ
」
を
示
す
も
の
と
い
う
意
味
で
理
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
マ
ー
チ
ャ
ー
ト
の
場
合
は
、「
存
在
的
な
」
次
元
に
お
け
る
「
政
治
」
は
、「
存
在
論
的
な
」

次
元
の
「
政
治
的
な
る
も
の
」
と
は
次
元
が
異
な
っ
て
い
る
が 

― 

し
た
が
っ
て
「
政
治
的
な
る
も
の
」
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
は

で
き
な
い
が 

― 

し
か
し
偶
発
性
を
受
け
入
れ
る
べ
き
0

0

で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
「
倫
理
的
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。 

 　

も
っ
と
も
、
マ
ー
チ
ャ
ー
ト
は
、
民
主
主
義
を
ポ
ス
ト
基
礎
づ
け
主
義
的
な
条
件
に
と
っ
て
適
切
な
政
体
と
し
て
擁
護
す
る
と
も

述
べ
て
い
る
。
そ
の
時
の
民
主
主
義
と
は
、「
政
治
的
な
る
も
の
と
倫
理
的
論
理
と
の
間
の
結
節
点
（m

eeting point

）」
と
し
て
の

そ
れ
で
あ
る
（M

archart 2011: 967

）。
こ
れ
だ
け
で
は
、
民
主
主
義
の
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
「
倫
理
的
」
で
あ
る
の
か
は
、
明
確

で
は
な
い
。
し
か
し
、「
民
主
主
義
的
な
連
帯
（dem

ocratic solidarity

）」
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
見
る
と
、

「
民
主
的
な
」
連
帯
が
「
倫
理
的
」
で
あ
る
理
由
は
、
そ
れ
が
「
同
じ
共
同
体
」
に
属
す
る
人
々
と
の
間
で
の
も
の
で
は
な
く
、
共

同
体
の
外
部
の
異
質
な
要
求
に
も
向
き
合
う
べ
き
0

0

も
の
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る（M

archart 2011: 969

）。
こ
こ
か
ら
、マ
ー

チ
ャ
ー
ト
も
ま
た
、
民
主
主
義
は
（
社
会
の
偶
発
性
に
由
来
す
る
）
異
質
性
や
多
元
性
を
受
け
と
め
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
望
ま

し
い
と
考
え
て
い
る
と
推
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
望
ま
し
さ
の
理
由
の
明
確
化
は
十
分
と
は
言
え
ず
、
読
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み
手
の
推
測
を
必
要
と
す
る
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。 

 　

以
上
の
よ
う
に
、
政
治
的
構
築
主
義
の
理
論
家
た
ち
が
、
民
主
主
義
の
望
ま
し
さ
の
根
拠
を
、
そ
れ
が
偶
発
性
や
基
盤
の
不
在
を

よ
り
適
切
に
受
け
止
め
る
こ
と
の
で
き
る
原
理
で
あ
る
点
に
求
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
論
拠
に
基
づ
い
て
民
主
主
義
を
正
当
化
す
る
た
め
の
議
論
は
、
決
し
て
十
分
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。

そ
こ
で
問
題
は
、
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 　

こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
応
答
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も
「
基
盤
の
不
在
」
や
「
偶
発
性
」
が
価
値
概
念

な
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ダ
ム
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
、
民
主
主
義
に
内
在
的
な
価
値
と
い
う
観
点
か
ら
の
内
在
的

正
当
化
と
、
民
主
主
義
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
価
値
と
い
う
観
点
か
ら
の
道
具
的
正
当
化
と
を
区
別
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い

て
取
り
上
げ
ら
れ
る
価
値
を
列
挙
し
て
い
る
。
内
在
的
な
価
値
は
自
律
と
し
て
の
自
由
、
自
己
実
現
、
そ
し
て
平
等
で
あ
る
。
道
具

的
価
値
は
、
良
い
ま
た
は
正
し
い
決
定
、
市
民
の
知
的
・
道
徳
的
発
達
、
そ
し
て
決
定
が
正
統
な
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
（Sw

ift 2006: 203 

― 221

＝2011: 280 
― 305

(17)

）  。
こ
れ
ら
の
リ
ス
ト
の
中
に
、「
基
盤
の
不
在
」
や
「
偶
発
性
」
な
ど
は
含
ま

れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
が
価
値
的
な
概
念
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
判
然
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、民
主
主
義
を
こ
れ
ら
の
概
念
を
援
用
し
て
擁
護
す
る
こ
と
が
果
た
し
て「
正

当
化
」
な
の
か
ど
う
か
も
当
然
判
然
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 　

も
っ
と
も
、
以
上
の
議
論
は
、
そ
も
そ
も
構
築
主
義
的
な
政
治
理
論
の
問
題
関
心
を
取
り
違
え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
構
築
主
義
の
諸
議
論
は
、
そ
も
そ
も
価
値
概
念
を
用
い
た
「
正
当
化
」
に
主
た
る
関
心
を
持
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
政
治
理
論
の
役
割
が
「
正
当
化
」
だ
け
で
は
な
い
と
す
る
考
え
は
存
在
す
る
。
た

と
え
ば
、乙
部
延
剛
（
二
〇
一
一
）
は
、政
治
理
論
の
役
割
は
「
正
当
化
」
で
は
な
い
と
す
る
ボ
ニ
ー
・
ホ
ー
ニ
ッ
グ
の
議
論
（H

onig 
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2009: 1 

― 10; 37; see also H
onig: 2007

）
を
紹
介
し
て
い
る
。
乙
部
の
整
理
を
参
考
に
し
つ
つ
、
入
り
組
ん
だ
ホ
ー
ニ
ッ
グ
の
議

論
を
本
稿
の
関
心
に
沿
っ
て
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
民
主
主
義
に
つ
い
て
政
治
理
論
が
行
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
確
定
的

な
基
盤
に
よ
っ
て
「
正
当
化
」
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
正
当
化
は
、
あ
る
特
定
の
時
点
（
た
と
え
ば
、
決
定
が
行
わ
れ
る
時
点
）
に

関
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、民
主
主
義
が
民
主
主
義
と
し
て
「
生
き
延
び
る
」
た
め
に
は
、民
主
主
義
に
よ
る
（
あ
る
時
点
で
は
「
正

当
」
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
）
決
定
に
よ
っ
て
あ
る
（
と
り
わ
け
不
都
合
な
）
状
況
に
置
か
れ
た
人
々
に
対
し
て
、
そ
の
決
定
へ
の
「
後

悔
（regret

）」
の
感
情
を
抱
き
つ
つ
、
責
任
を
も
っ
て
応
答
し
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
政
治
理
論
の
役
割
と
は
、
こ
の
よ
う

に
し
て
民
主
主
義
が
「
生
き
延
び
る
こ
と
」
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
議
論
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、（
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー

ク
シ
ョ
ッ
ト
の
用
語
を
用
い
れ
ば
）「
正
当
化
」
で
は
な
く
、「
擁
護
（vindication

）」
の
営
み
で
あ
る(18)  

。
ま
た
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ナ

イ
ト
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
も
、
民
主
主
義
を
擁
護
す
る
際
の
政
治
理
論
の
課
題
と
し
て
、
次
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
第

一
に
、
あ
り
得
る
制
度
の
特
徴
と
そ
の
条
件
を
提
示
す
る
「
分
析
的
」
課
題
で
あ
る
。
第
二
に
、
制
度
の
発
生
と
変
化
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
（
と
作
動
の
条
件
）
を
理
論
的
に
示
す
「
説
明
的
」
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
に
、
あ
り
得
る
複
数
の
制
度
間
で
の
評
価
を

行
う
「
規
範
的
」
課
題
で
あ
る
（K

night and Johnson 2011: 13 

― 14

）。
彼
ら
の
考
え
る
「
政
治
理
論
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
役

割
は
規
範
的
正
当
化
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 　

こ
こ
で
の
課
題
は
、
以
上
の
ホ
ー
ニ
ッ
グ
や
ナ
イ
ト
／
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
議
論
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
政
治
理
論
の
「
問
題
構
成(19)

」  

に
は
「
正
当
化
」
以
外
の
も
の
も
あ
り
、
政
治
的
構
築

主
義
の
そ
れ
も
、
正
当
化
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る(20)  

。
本
稿
で
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
政
治
的
構
築

主
義
の
問
題
関
心
は
、「
政
治
的
な
る
も
の
」
と
「
社
会
的
な
る
も
の
」
と
の
区
別
と
関
係
、
あ
る
い
は
、（
存
在
論
的
な
）「
政
治

的
な
る
も
の
」
と
（
存
在
的
な
）「
政
治
」
と
の
区
別
と
関
係
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
作
業
を
通
じ
て
、
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政
治
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
概
念
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
政
治
的
構
築
主
義
の
「
問
題
構
成
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問

題
構
成
は
、
民
主
主
義
を
ど
の
よ
う
に
正
当
化
す
る
か
と
い
う
問
題
構
成
と
は
確
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
的
構

築
主
義
を
価
値
の
正
当
化
の
観
点
か
ら
評
価
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
問
題
構
成
を
適
切
に
踏
ま
え
た
も
の
と
は
言
え
な
い
の

で
あ
る
。 

 　

た
だ
し
、
最
後
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
民
主
主
義
の
正
当
化
に
関
す
る
考
察
が
政
治
的
構
築
主
義
と

相
反
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
政
治
的
構
築
主
義
か
ら
見
た
場
合
、
民
主
主
義
は
存
在
論

的
な
次
元
（「
政
治
的
な
る
も
の
」
の
次
元
）
で
は
な
く
、存
在
的
な
次
元
（「
政
治
」
の
次
元
）
に
お
け
る
原
理
だ
か
ら
で
あ
る
。「
政

治
的
な
る
も
の
」
の
次
元
は
、
基
盤
の
不
在
（
政
治
的
存
在
論
）
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
次
元
に
お
け
る

規
範
に
よ
る
正
当
化
の
議
論
は
そ
れ
自
体
基
礎
づ
け
主
義
的
な
営
み
と
な
り
、
政
治
的
構
築
主
義
と
は
相
容
れ
な
い
。
し
か
し
、「
政

治
」の
次
元
に
お
け
る
正
当
化
論
は
、「
政
治
的
な
る
も
の
」の
次
元
に
お
け
る
基
盤
の
不
在
と
相
反
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、「
政
治
」
に
次
元
に
お
け
る
民
主
主
義
を
何
ら
か
の
価
値
概
念
に
よ
っ
て
正
当
化
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
民
主
主
義
を
通
じ
た

正
当
な
決
定
と
は
何
か
と
い
っ
た
問
題
に
取
り
組
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
政
治
的
構
築
主
義
と
相
容
れ
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

の
で
あ
る
。 

 

結
論 

 　

本
稿
の
問
い
は
、「
構
築
主
義
は
規
範
を
ど
こ
ま
で
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？
」
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
そ
の
焦
点
は
、
構
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築
主
義
は
規
範
を
正
当
化
す
る
論
理
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 　

こ
の
問
い
に
対
す
る
本
稿
の
解
答
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
に
、「
社
会
的
な
る
も
の
」
と
区
別
さ
れ
た
「
政

治
的
な
る
も
の
」
の
次
元
を
認
識
す
る
タ
イ
プ
の
構
築
主
義 

― 

す
な
わ
ち
政
治
的
構
築
主
義 

― 

は
、
既
存
の
も
の
と
は
異
な
る

規
範
の
発
生
可
能
性
を
理
論
的
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
し
か
し
、
こ
の
タ
イ
プ
の
構
築
主
義
で
あ
っ
て
も
、
特
定

の
規
範
を
直
接
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
三
に
、
た
だ
し
、「
来
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
の
民
主
主
義
と
の
「
節
合
」
と
い
う
形

で
な
ら
ば
、構
築
主
義
は
規
範
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
の
民
主
主
義
／「
政
治
」（
存
在
的
）と「
政
治
的
な
る
も
の
」（
存

在
論
的
）
と
は
次
元
を
異
に
し
て
い
る
た
め
、
両
者
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
両
者
の
結
び
つ
き
を
必

然
的
な
も
の
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
民
主
主
義
と
「
政
治
的
な
る
も
の
」
と
の
区
別
を
明
確
化
し
た
上
で
あ

れ
ば
、
民
主
主
義
に
つ
い
て
規
範
的
正
当
化
を
試
み
る
こ
と
は
、
構
築
主
義
の
立
場
と
相
反
す
る
こ
と
は
な
い
。 

 　

こ
の
よ
う
に
、
本
稿
に
お
い
て
、
構
築
主
義
の
理
論
的
立
場
か
ら
直
接
的
に
規
範
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
示
さ

れ
た
。
し
か
し
、
構
築
主
義
と
規
範
と
が
、
構
築
主
義
の
語
彙
を
用
い
る
こ
と
で
、
つ
ま
り
節
合
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
で
関
連
づ

け
ら
れ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、構
築
主
義
と
規
範
と
の
関
係
は
、そ
れ
自
体「
構
築
」さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。 

 　

今
日
の
政
治
理
論
な
い
し
政
治
哲
学
は
、政
治
現
象
の
経
験
的
・
実
証
的
研
究
を
行
う
政
治
科
学（political science

）に
対
し
て
、

政
治
に
関
す
る
価
値
や
当
為
を
扱
う
規
範
理
論
と
し
て
発
展
し
て
い
る
面
が
あ
る
。し
か
し
、他
方
で
、川
崎
修
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

政
治
理
論
・
政
治
哲
学
の
課
題
に
は
、「『
政
治
的
な
る
も
の
』
の
あ
り
方
へ
の
問
い
か
け
」「『
政
治
的
な
る
も
の
』
を
マ
ク
ロ
な

全
体
社
会
像
の
中
で
い
か
に
し
て
切
り
取
る
か
と
い
う
問
題
」
も
含
ま
れ
て
い
る
（
川
崎 

二
〇
一
〇
：
八
〇
―
八
二
、
一
〇
四
―

一
〇
五
）。
本
稿
第
四
節
（
三
）
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
課
題
な
い
し
「
問
題
構
成
」
は
、
価
値
の
正
当
化
と
い
う
問

題
構
成
と
は
異
な
っ
て
い
る
。 
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こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
政
治
科
学
と
政
治
理
論
と
の
間
の
「
分
業
」
が
進
ん
で
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
理
論
内
部
に
お
け

る
規
範
理
論
と
「
政
治
」
と
「
政
治
的
な
る
も
の
」
を
め
ぐ
る
考
察
と
の
間
の
分
化
な
い
し
分
業
も
ま
た
進
行
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
学
問
は
こ
の
よ
う
に
分
化
し
た
各
分
野
の
内
部
で
よ
り
洗
練
度
を
高
め
る
こ
と
で
発
展
し
て
い
く
と
い
う
側

面
を
持
つ
。
し
か
し
、
他
方
で
、
学
問
に
は
、
既
存
の
分
業
の
枠
組
み
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
こ
と
を
通
じ
て
発
展
す
る
と
い
う
側

面
も
存
在
す
る
。「
構
築
主
義
と
規
範
」
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
は
、「
政
治
的
な
る
も
の
」
の
政
治
理
論
そ
の
も
の
の
精
査
に
役
立
つ
と

と
も
に
、
こ
の
タ
イ
プ
の
政
治
理
論
が
規
範
理
論
と
し
て
の
政
治
理
論
や
経
験
的
分
析
と
し
て
の
政
治
科
学
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ
る
の
か
を
再
考
す
る
機
会
を
提
供
す
る
。
本
稿
は
、
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
を
提
供
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。 

 　

も
っ
と
も
、
本
稿
に
お
い
て
は
、「
政
治
」
と
「
政
治
的
な
る
も
の
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
中
心
と
す
る
政
治
理
論
と
、
他
の
タ

イ
プ
の
政
治
理
論
、
と
り
わ
け
価
値
の
正
当
化
を
中
心
と
す
る
政
治
理
論
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
第
四
節
（
三
）
で
の
言
及
に
と

ど
ま
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
考
察
は
、
次
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。 

 

※
本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
度
日
本
政
治
学
会
研
究
大
会
分
科
会
E
―
一
「
政
治
理
論
の
方
法
」
に
お
け
る
同
タ
イ
ト
ル
の
報
告
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ

る
。
同
分
科
会
を
共
有
し
た
司
会
者
の
岡
崎
晴
輝
、報
告
者
の
井
上
彰
、討
論
者
の
河
野
勝
、本
分
科
会
の
企
画
に
関
与
さ
れ
た
越
智
敏
夫
の
各
氏
、お
よ
び
、

会
場
で
質
問
・
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
参
加
者
の
方
々
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
何
度
か
の
議
論
を
通
じ
て
「
政
治
的

な
る
も
の
」の
政
治
理
論
に
つ
い
て
の
報
告
者
の
理
解
を
改
善
し
て
く
だ
さ
っ
た
川
村
覚
文
、お
よ
び
、Hansen

（2010

）の
入
手
に
あ
た
っ
て
お
世
話
に
な
っ

た
ア
ラ
ン
・
D
・
ハ
ン
セ
ン
（A

llan D
reyer H

ansen

）
の
各
氏
に
も
感
謝
申
し
上
げ
る
。 
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註 

⑴   
北
田
は
こ
れ
ら
の
問
い
を
「
政
治
（
学
）
的
問
い
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、本
稿
で
は
、こ
れ
ら
は
「
規
範
（
理
論
）
的
問
い
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、

後
ほ
ど
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
本
稿
は
、「
政
治
（
的
な
る
も
の
）」
と
「
規
範
」
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
北
田
も
、「
政

治
的
な
る
も
の
の
再
興
」
を
図
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
逆
説
的
に
「
政
治
（
学
）
的
〔
規
範
的
〕
な
諸
概
念
」
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
奪
い
去
っ
て
し
ま

う
、と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
北
田 

二
〇
〇
三
：
xi
）、「
政
治
（
的
な
る
も
の
）」
と
「
規
範
」
と
の
区
別
そ
の
も
の
は
よ
く
認
識
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

彼
の
場
合
は
、「
政
治
的
な
る
も
の
」
が
「
社
会
的
な
る
も
の
」
へ
と
回
収
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。 

⑵   

な
お
、本
稿
で
は
、「
政
治
的
構
築
主
義
」
の
代
表
的
な
理
論
家
と
し
て
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
を
取
り
上
げ
る
が
、そ
の
焦
点
は
、彼
の
構
築
主
義
（
的

視
座
）と
規
範（
な
い
し「
倫
理
」）と
の
関
係
に
当
て
ら
れ
て
お
り
、彼
の
理
論
の
包
括
的
な
検
討
と
は
言
え
な
い
。
ラ
ク
ラ
ウ
の
理
論
を
、特
に
そ
の「
敵

対
性
」
概
念
の
変
遷
を
中
心
に
し
て
、
よ
り
包
括
的
に
検
討
し
た
最
近
の
業
績
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
山
本
（
二
〇
一
一
）
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。 

⑶   

著
名
な
方
法
論
的
批
判
と
し
て
は
、
間
主
観
的
な
構
築
の
プ
ロ
セ
ス
の
分
析
が
実
際
に
は
客
観
的
な
状
態
の
存
在
に
恣
意
的
に
依
拠
し
て
い
る
と
い

う
、「
オ
ン
ト
ロ
ジ
カ
ル
・
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
」（
平
／
中
河
編 

二
〇
〇
六
）
が
あ
る
。
ま
た
、
規
範
を
独
立
変
数
と
し
た
因
果
的
推
論
に
は
、
一
方
で
、

よ
り
実
証
的
な
研
究
者
か
ら
見
れ
ば
、そ
れ
を
厳
密
に
独
立
変
数
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
構
築
主
義
に
依
拠
す
る
研
究
者
か
ら
も
、
構
築
主
義
は
「
な
ぜ
」
の
問
い
を
採
用
し
な
い
と
い
う
主
張
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
構

築
主
義
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、「
原
因
」
は
、
後
続
の
出
来
事
の
中
で
諸
個
人
が
「
原
因
」
と
見
な
す
よ
う
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
中

河 

二
〇
〇
五
）。 

⑷   

こ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
や
文
化
研
究
に
お
け
る
構
築
主
義
の
採
用
は
、
既
存
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
」
や
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
／
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
非
対
称
性
を
批
判
す
る
と
い
う
規
範
的
意
識
を
隠
さ
な
い
場
合
が
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
性
差
（
あ
る
い
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
／
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の

区
別
）
は
自
然
で
は
な
く
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
、
性
差
や
文
化
的
差
異
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
「
べ
き
」
か
と
い
う
問
題
へ
の
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解
答
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。 

⑸   
こ
の
よ
う
な
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
の
理
解
に
は
異
論
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
彼
の
認
識
の
是
非
は
問
わ
な
い
。
な
お
、
熟
議
民
主
主
義
論
に
つ

い
て
同
様
の
指
摘
を
行
う
も
の
と
し
て
、
石
黒
（
二
〇
〇
八
）
が
あ
る
。
た
だ
し
、（
本
稿
で
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
）
規
範
を
事
実
に
基
づ
い
て
正

当
化
す
る
こ
と
へ
の
疑
義
は
、
近
年
の
規
範
理
論
に
お
い
て
、
G

・

A

・
コ
ー
エ
ン
に
よ
る
ロ
ー
ル
ズ
の
「
構
成
主
義
」
批
判
の
形
で
あ
ら
た
め
て
提
起

さ
れ
、
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
差
し
当
た
り
、
松
元
（
二
〇
一
二
）
を
参
照
。 

⑹   

規
範
理
論
に
お
け
る
、
規
範
を
事
実
に
基
づ
い
て
正
当
化
す
る
方
法
の
是
非
を
め
ぐ
る
議
論
の
存
在
に
つ
い
て
は
注
⑸
で
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、

構
築
主
義
の
側
か
ら
見
た
問
題
に
限
定
す
る
。 

⑺   

た
だ
し
、
こ
の
意
味
で
の
「
規
範
」
は
、「
べ
し
」
と
さ
え
認
識
さ
れ
な
い
ほ
ど
に
諸
個
人
を
埋
め
込
む
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。
性
別
分
業
の
規
範
が
あ
ま
り
に
確
固
と
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
、
そ
の
下
に
生
き
る
人
々
は
、
そ
れ
を
「
べ
し
」
で
は
な
く
、
端
的
に
事

実
と
し
て
、
つ
ま
り
「
そ
う
い
う
も
の
」
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。 

⑻   

な
お
、Laclau

（1990

）
に
お
け
る
ラ
ク
ラ
ウ
自
身
の
「
社
会
的
な
る
も
の
」
に
対
す
る
「
政
治
的
な
る
も
の
の
優
位
」
に
関
す
る
記
述
は
、
ど
の

よ
う
な
意
味
で
「
優
位
」
な
の
か
を
明
示
的
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ラ
ク
ラ
ウ
は
、「
政
治
的
な
る
も
の
」
と
「
社
会
的

な
る
も
の
」
と
の
区
別
は
次
の
二
点
を
意
味
す
る
と
述
べ
て
い
る
（Laclau 1990: 35 

― 36

）。
第
一
に
、「
社
会
（
的
関
係
）」
は
、
社
会
的
な
る
も
の
と

政
治
的
な
る
も
の
と
の
区
別
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
治
的
な
る
も
の
が
除
去
さ
れ
た
社
会
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
政

治
的
な
る
も
の
」
に
よ
る
「
再
活
性
化
」
も
「
沈
殿
」
を
背
景
に
し
て
起
こ
る
。
第
二
に
、
社
会
が
政
治
的
な
る
も
の
と
社
会
的
な
る
も
の
と
の
区
別
に

よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
の
偶
発
性
、
権
力
関
係
を
除
去
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
、
そ
し
て
調
和
的
な
社
会
を
達
成
す
る
こ
と
の

不
可
能
性
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
点
目
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
社
会
（
関
係
）
の
偶
発
性
」
に
つ
い
て
、そ
う
だ
と
す
れ
ば
、社
会
を
「
闘

争
を
通
じ
て
変
容
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
」
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
（Laclau 1990: 35 
― 36

）。
し
か
し
、
上
記
の
二
点
は
、
全
体
と
し
て
は
、「
社
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会
」
が
「
社
会
的
な
る
も
の
」
＝
沈
殿
の
み
に
よ
っ
て
は
構
築
さ
れ
得
な
い
こ
と 

― 

し
た
が
っ
て
、「
政
治
的
な
る
も
の
」
も
「
社
会
」
の
構
成
要
素

で
あ
る
こ
と 

― 

を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
、「
政
治
的
な
る
も
の
」
は
「
社
会
的
な
る
も
の
」
に
吸
収
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
述
べ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
（cf. Laclau 1990: 160

）、「
政
治
的
な
る
も
の
の
社
会
的
な
る
も
の
に
対
す
る
優
位
」
を
直
接
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

⑼  

マ
ー
チ
ャ
ー
ト
（M

archart 2007

）
は
、こ
う
し
た
「
政
治
的
存
在
論
」
あ
る
い
は
「
ポ
ス
ト
基
礎
づ
け
主
義
的
政
治
思
想
」
の
源
流
が
マ
ル
テ
ィ
ン
・

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
あ
る
と
し
、
そ
の
今
日
の
継
承
者
と
し
て
、
ラ
ク
ラ
ウ
以
外
に
、
ジ
ャ
ン
・
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
、
ク
ロ
ー
ド
・
ル
フ
ォ
ー
ル
、
ア
ラ
ン
・

バ
デ
ュ
ー
の
理
論
も
検
討
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
近
年
の
政
治
理
論
に
お
け
る
存
在
論
と
「
政
治
的
な
る
も
の
」
へ

の
注
目
と
し
て
、Strathausen
（2009

）
を
も
参
照
。
ま
た
、
経
験
的
な
政
治
学
に
お
け
る
存
在
論
（
と
認
識
論
）
の
、
方
法
論
に
還
元
さ
れ
な
い
重
要

性
に
つ
い
て
は
、Furlong and M

arsh

（2010

）
を
参
照
。
な
お
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
政
治
的
な
る
も
の
」
の
概
念
、
お
よ
び
、
そ
れ
を
特
徴

づ
け
る
「
オ
ン
ト
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
」
と
「
オ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ュ
」
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
小
野
紀
明
の
著
作
（
小
野 

二
〇
一
〇
）
の
第
一
章
、
と
り
わ
け

以
下
の
叙
述
を
参
照
。「
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
ま
た
、
或
る
秩
序
の
下
に
存
在
を
現
れ
さ
せ
る
こ
と
を
政
治
の
目
的
と
考
え
て
い
た
が
、
し
か
し
彼
は
、
存
在

の
恒
常
的
現
前
を
可
能
に
す
る
理
想
的
な
秩
序
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
秩
序
は
或
る
『
地
平
』
の
内
部
で
、
換
言
す
る
な
ら

ば
オ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
次
元
で
考
え
ら
れ
て
お
り
、
彼
の
『
政
治
的
な
も
の
』
は
、
そ
れ
ら
の
秩
序
に
先
行
し
、
そ
れ
ら
を
可
能
な
ら
し
め
る
オ
ン
ト
ロ

ギ
ッ
シ
ュ
な
次
元
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
点
は
、
従
来
の
存
在
論
は
全
て
オ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
次
元

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
見
な
し
て
、
そ
こ
に
保
持
さ
れ
て
い
た
現
前
の
神
話
を
峻
拒
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
イ
デ
ア
、
形
相
、
自
然
、
人
間
本
性
、

さ
ら
に
は
生
と
い
っ
た
存
在
の
根
拠
を
全
て
存
在
物
と
し
て
退
け
、
自
ら
の
存
在
論
か
ら
一
切
の
形
而
上
学
的
痕
跡
を
一
掃
す
る
。
そ
の
結
果
、
存
在
物

は
、
事
実
的
な
世
界
内
存
在
で
あ
る
、
そ
れ
故
に
身
体
性
に
拘
束
さ
れ
る
現
存
在
が
、
そ
の
都
度
世
界
と
出
会
い
、
そ
こ
に
開
か
れ
る
『
地
平
』
の
内
部

に
位
置
づ
け
ら
れ
、意
味
が
付
与
さ
れ
る
。
し
か
し
、そ
の
『
地
平
』
は
ま
た
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
結
果
、存
在
物
は
、そ
の
都
度
そ
の
『
地

平
』
の
内
部
で
常
に
有
意
味
な
何
か
と
し
て

0

0

0

存
在
す
る
と
同
時
に
存
在
し
な
い
と
い
う
両
義
的
な
姿
で
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
我
々
は
、
ハ
イ
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デ
ガ
ー
に
お
け
る『
政
治
的
な
も
の
』を
以
下
の
よ
う
に
簡
潔
に
定
義
す
る
。『
政
治
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

』と
は
、そ
の
都
度

0

0

0

0

『
地
平

0

0

』を
開
閉
す
る
営
み
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」

（
小
野 

二
〇
一
〇
：
三
七
―
三
八
。
傍
点
は
原
文
）

⑽   
ジ
ェ
イ
コ
ブ
・
ト
ル
フ
ィ
ン
グ
も
、
言
説
理
論
が
相
対
主
義
に
陥
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
義
に
対
し
て
、
ラ
ク
ラ
ウ
と
同
様
の
議
論
（
反
論
）

を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
言
説
理
論
に
お
い
て
は
、
諸
個
人
は
特
定
の
言
説
の
一
部
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
言
説
が
諸
個
人
に
何
が
正
し
く
て
何
が

間
違
っ
て
い
る
か
を
判
断
す
る
た
め
の
、「
相
対
的
に
明
確
な
（relatively determ

inate

）」
価
値
や
基
準
を
提
供
す
る
（Torfing 2005: 18 

― 19

）。
シ
ャ

ン
タ
ル
・
ム
フ
も
ま
た
、
ロ
ー
ル
ズ
や
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
自
ら
と
の
違
い
を
述
べ
る
文
脈
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
政
治
制
度
に

刻
印
さ
れ
た
規
範
的
な
次
元
の
本
質
を
『
倫
理
的
政
治
的
』
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
普
遍
的
な
道
徳
の
表
現
で
は
な
く

つ
ね
に
個
別
の
文
脈
に
依
存
し
、特
定
の
実
践
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」（M

ouffe 2005: 121

＝2008: 180. 

訳
は
一
部
修
正
）。
ム
フ
の「
倫

理
（
的
）」
の
用
法
は
ラ
ク
ラ
ウ
と
は
異
な
る
が
、
両
者
は
、
規
範
の
あ
り
方
は
哲
学
的
な
正
当
化
で
は
な
く
、
個
別
的
な
文
脈
に
依
存
し
て
い
る
と
見

る
点
で
一
致
し
て
い
る
。 

⑾   

同
様
の
指
摘
と
し
て
、
北
田
（
二
〇
〇
三
：
一
〇
六
―
一
〇
八
）
を
参
照
。 

⑿   

ハ
ン
セ
ン
の
挙
げ
る
事
例
で
は
、
人
に
噛
み
つ
く
「
危
険
な
犬
」
へ
の
対
応
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
特
定
の
（「
危
険
」
の
高
い
）

品
種
の
飼
育
を
禁
止
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
危
険
性
を
も
た
ら
す
遺
伝
子
を
特
定
し
、
そ
の
よ
う
な
「
望
ま
し
く
な
い
」
遺
伝
子
を
根
絶
す

る
べ
き
だ
と
す
る
保
守
的
な
い
し
非
自
由
主
義
的
な
立
場
も
あ
り
得
る
が
、
他
方
で
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
遺
伝
子
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
リ
ベ
ラ
ル
な

国
家
に
お
い
て
は
、あ
く
ま
で
特
定
の
品
種
の
飼
育
の
禁
止
と
、何
か
起
こ
っ
た
時
に
飼
い
主
を
事
後
的
に
処
罰
す
る
べ
き
だ
と
す
る
立
場
も
あ
り
得
る
。

ま
た
、
別
の
事
例
に
な
る
が
、
生
物
学
的
・
遺
伝
子
本
質
主
義
は
、
遺
伝
上
の
差
異
に
基
づ
く
不
平
等
は
正
当
化
さ
れ
得
な
い
と
論
じ
る
タ
イ
プ
の
平
等

主
義
的
立
場
と
も
結
び
つ
き
得
る
（H

ansen 2010: 100 

― 101

）。
さ
ら
に
別
の
事
例
と
し
て
は
、高
橋
哲
哉
が
論
じ
る
よ
う
に
、「
国
民
」
は
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
だ
と
す
る
構
築
主
義
的
な
「
国
民
」
観
は
、（
初
発
の
目
的
で
あ
っ
た
）「
国
民
」
概
念
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
と
し
て
だ
け
で
な
く
、「
国
民
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の
物
語
」
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
支
持
の
立
場
と
も
結
び
つ
き
得
る
こ
と
を
想
起
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
高
橋 

二
〇
〇
一
）。
高
橋
は
、「
あ
る
物
語

を
採
っ
て
別
の
物
語
を
斥
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
」、
後
者
が
行
使
し
て
い
る
「
排
除
と
選
別
の
暴
力
」
を
批
判
す
る
た
め
の
「『
政
治
的
』
な
い
し
『
倫

理
的
』
な
判
断
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
必
要
」
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
高
橋 

二
〇
〇
一
：
四
八
）。
こ
の
立
場
は
、
本
文
で
言
及
し
た
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
の
立

場
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。 

⒀   

「
民
主
主
義
と
は
、
完
全
に
は
実
現
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
限
り
で
、
善
き
も
の
と
し
て
と
ど
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
民
主
主
義
は
、
つ

ね
に
『
来
る
べ
き
』
民
主
主
義
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
紛
争
と
敵
対
関
係
は
、
民
主
主
義
の
完
全
な
実
現
の
た
め
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る

と
同
時
に
、
ま
た
不
可
能
性
の
条
件
で
も
あ
る
か
ら
だ
」（M

ouffe 1993: 8

＝1998: 16

）。
ま
た
、「
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
三
つ
の
異
な

る
意
味
を
持
つ
と
捉
え
た
上
で
、
そ
の
三
者
の
結
び
つ
き
の
（「
論
理
的
」
媒
介
で
は
な
く
）「
政
治
的
」
節
合
こ
そ
が
、
ま
さ
に
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
」
な
の
だ
と
述
べ
る
、
近
年
の
ラ
ク
ラ
ウ
の
見
解
も
、「
来
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
の
民
主
主
義
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
（Laclau 

2005b

）。 

⒁   

「
少
な
く
と
も
」
と
書
い
た
の
は
、政
治
的
存
在
論
と
し
て
の
構
築
主
義
の
方
を
規
範
と
し
て
の
民
主
主
義
と
結
び
つ
く
よ
う
に
変
容
さ
せ
る
こ
と
は
、

構
築
主
義
の
定
義
の
変
更
を
伴
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
本
稿
の
課
題
を
定
義
の
変
更
に
よ
っ
て
解
決
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

⒂   

マ
ー
チ
ャ
ー
ト
は
、
ポ
ス
ト
基
礎
づ
け
主
義
の
立
場
を
と
る
論
者
の
中
に
も
、
存
在
論
的
次
元
の
「
政
治
的
な
る
も
の
」
を
必
然
的
に
解
放
的
な
も

の
と
見
な
し
て
し
ま
い
、
存
在
論
的
（
オ
ン
ト
ロ
ジ
カ
ル
）
と
存
在
的
（
オ
ン
テ
ィ
ッ
ク
）
と
の
区
別
を
十
全
に
で
き
て
い
な
い
論
者
も
存
在
す
る
と
述

べ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
論
者
と
し
て
彼
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
バ
デ
ュ
ー
と
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
で
あ
る
（M

archart 2007: 158

）。
な
お
、
マ
ー
チ
ャ
ー

ト
は
、
そ
れ
は
実
は
、
こ
れ
ら
の
理
論
家
（
特
に
バ
デ
ュ
ー
）
に
お
い
て
、「
政
治
的
な
も
の
」
が
「
倫
理
的
な
も
の
」
に
密
か
に
包
含
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
と
も
述
べ
て
い
る
（M

archart 2007: 159

）。 
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⒃   

別
の
論
文
で
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
不
安
定
な
存
在
論
か
ら
民
主
的
政
治
へ
の
筋
道
は
『
導
出
で
き
な
い
』
が
、
民
主
的
政
治
か

ら
不
安
定
な
存
在
論
へ
の
筋
道
は
『
必
然
』
で
あ
る
」（M

archart 2006: 27

）。 

 

⒄  
民
主
主
義
の
価
値
を
め
ぐ
る
近
年
の
哲
学
的
考
察
と
し
て
、
井
上
（
二
〇
一
二
）
も
参
照
。 

⒅   

た
だ
し
、
ホ
ー
ニ
ッ
グ
が
自
ら
の
政
治
理
論
を
ど
こ
ま
で
「
擁
護
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
慎
重
な
検
討

の
余
地
が
あ
る
。
彼
女
が
「
擁
護
」
の
概
念
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
は
、H

onig

（2007: 14

）
で
も
、
そ
の
修
正
版
で
あ
るH

onig

（2009: chap. 1, 

37

）
で
も
、
わ
ず
か
一
か
所
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
（H

onig

（2007: 1

）
で
は
論
文
冒
頭
で
、
正
当
化
と
擁
護
の
区
別
に
つ
い
て
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の

テ
ク
ス
ト
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
）。 

⒆   

政
治
理
論
に
お
け
る
「
問
題
構
成
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
西
山
（
二
〇
一
〇
―
二
〇
一
一
）
を
参
照
。 

⒇   

な
お
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に
付
言
し
て
お
く
と
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
か
ら
と
言
っ
て
、「
正
当
化
」
に
焦
点
を
当
て
る
政
治
理
論
が
重
要
で
は
な
い

と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
本
稿
の
狙
い
は
、
正
当
化
を
め
ぐ
る
考
察
以
外
の
政
治
理
論
も
あ
り
得
る
こ
と
へ
の
注
意
を
促
す
こ
と

に
あ
る
。 

 

参
考
文
献 

 C
ritchley, Sim

on (2004) “Is There A
 N

orm
ative D

eficit in the Theory of H
egem

ony?, ” in Sim
on C

ritchley and O
liver M

archart (eds.) 

 Laclau: A C
ritical R

eader , R
outledge. 

 C
ritchley, Sim

on (2007)  Infinitely D
em

anding: E
thics of C

om
m

itm
ent, P

olitics of R
esistance , Verso. 

 

江
原
由
美
子
（
二
〇
〇
一
）『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
』
勁
草
書
房
。 

 Finnem
ore, M

artha and K
athryn Sikkink (1998) “International N

orm
 D

ynam
ics and Political C

hange, ”  International O
rganization , Vol. 52, 



構築主義は規範をどこまで語ることができるのか？（田村）

751

N
o. 4. 

 Furlong, Paul and D
avid M

arsh (2010) “A
 Skin N

ot a Sw
eater: O

ntology and Epistem
ology in Political Science, ” in D

avid M
arsh and G

erry 

Stoker (eds.)  Theory and M
ethods on P

olitical Science , Third Edition, Palgrave M
acm

illan. 

 H
ansen, A

llan D
reyer (2010) “D

angerous D
ogs, C

onstructivism
 and N

orm
ativity: The Im

plications of R
adical C

onstructivism
, ”  D

istinktion , 

N
o. 20. 

 H
onig, B

onnie (2007) “B
etw

een D
ecision and D

eliberation: Political Paradox in D
em

ocratic Theory, ”  A
m

erican P
olitical Science R

eview
 , 

Vol. 101, N
o. 1. 

 H
onig, B

onnie (2009)  E
m

ergency P
olitics: P

aradox, Law, D
em

ocracy , Princeton U
niversity Press. 

 

井
上
彰
（
二
〇
一
二
）「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
自
由
と
平
等 

― 

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
価
値
を
め
ぐ
る
哲
学
的
考
察
」
齋
藤
純
一
・
田
村
哲
樹
編
『
ア
ク

セ
ス
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
』
日
本
経
済
評
論
社
。 

 

石
黒
太
（
二
〇
〇
八
）「
民
主
主
義
を
巡
る
理
論
と
現
実 
― 
討
議
的
民
主
主
義
へ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
仲
正
昌
樹
編
『
社
会
理
論
に

お
け
る
「
理
論
」
と
「
現
実
」』
御
茶
の
水
書
房
。 

 

加
藤
雅
俊
（
二
〇
〇
九
）「
制
度
変
化
に
お
け
る
ア
イ
デ
ア
の
二
つ
の
役
割 

― 

再
編
期
の
福
祉
国
家
分
析
を
手
が
か
り
に
」
小
野
耕
二
編
『
構
成
主
義
的

政
治
理
論
と
比
較
政
治
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。 

 

川
崎
修
（
二
〇
一
〇
）『「
政
治
的
な
る
も
の
」
の
行
方
』
岩
波
書
店
。 

 K
ioupkiolis, A

lexandros (2011) “K
eeping It O

pen: O
ntology, Ethics, K

now
ledge and R

adical D
em

ocracy, ”  P
hilosophy and Social C

riticism
 , 

online pre-publishing. 

 

北
田
暁
大
（
二
〇
〇
三
）『
責
任
と
正
義 

― 

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
居
場
所
』
勁
草
書
房
。 



752法政論集　255号（2014）

論　　説
 

北
田
暁
大
（
二
〇
〇
六
）「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
構
築
主
義
」
江
原
由
美
子
・
山
崎
敬
一
編
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
社
会
理
論
』
有
斐
閣
。 

 K
night, Jack and Jam

es Johnson (2011)  The P
riority of D

em
ocracy: P

olitical C
onsequences of P

ragm
atism

 , Princeton U
niversity Press. 

 

近
藤
康
史
（
二
〇
〇
一
）『
左
派
の
挑
戦 

― 

理
念
的
刷
新
か
ら
ニ
ュ
ー
・
レ
イ
バ
ー
へ
』
木
鐸
社
。 

 

近
藤
康
史
（
二
〇
〇
七
）「
比
較
政
治
学
に
お
け
る
『
ア
イ
デ
ィ
ア
の
政
治
』 

― 

政
治
変
化
と
構
成
主
義
」
日
本
政
治
学
会
編
『
年
報
政
治
学

二
〇
〇
六
―
Ⅰ　

政
治
学
の
新
潮
流 

― 

二
一
世
紀
の
政
治
学
に
向
け
て
』
木
鐸
社
。 

 

近
藤
康
史
（
二
〇
〇
八
）「
構
成
主
義
的
政
治
理
論
の
三
層
モ
デ
ル 

― 

イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
E
U
政
策
を
事
例
と
し
た
試
論
」『
論
叢
現
代
文
化
・
公
共

政
策
』
第
七
号
。 

 Laclau, Ernesto (1990)  N
ew

 R
eflections on the R

evolution of O
ur Tim

e , Verso. 

 Laclau, Ernesto (1996a)  E
m

ancipation(s) , Verso. 

 Laclau, Ernesto (1996b

＝2002) “D
econstruction, Pragm

atism
, H

egem
ony, ” in C

hantal M
ouffe (ed.)  D

econstruction and P
ragm

atism
 , 

R
outledge. 

（「
脱
構
築
・
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
・
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
編
（
青
木
隆
嘉
訳
）『
脱
構
築
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム 

― 

来

る
べ
き
民
主
主
義
』
法
政
大
学
出
版
局
） 

 Laclau, Ernesto (2000

＝2002) “Identity and H
egem

ony: The R
ole of U

niversality in the C
onstitution of Political Logics, ” in Judith B

utler, 

Ernesto Laclau and Slavoj Žižek,  C
ontingency, H

egem
ony, U

niversality: C
ontem

porary D
ialogues on the Left , Verso. （「

ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
／
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
／
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
（
竹
村
和
子
・
村
山
敏
勝
訳
）『
偶
発
性
・

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
・
普
遍
性 

― 

新
し
い
対
抗
政
治
へ
の
対
話
』
青
土
社
） 

 Laclau, Ernesto (2004) “G
lim

psing the Future, ” in Sim
on C

ritchley and O
liver M

archart (eds.)  Laclau: A C
ritical R

eader , R
outledge. 

 Laclau, Ernesto (2005a)  O
n P

opulist R
eason , Verso. 



構築主義は規範をどこまで語ることができるのか？（田村）

753

 Laclau, Ernesto (2005b) “The Future of R
adical D

em
ocracy, ” in Lars Tønder and Lasse Thom

assen (eds.)  R
adical D

em
ocracy: P

olitics 

betw
een A

bundance and Lack , M
anchester U

niversity Press. 

 Laclau, Ernesto and C
hantal M

ouffe (1985

＝1992)  H
egem

ony and Socialist Strategy: Tow
ards a R

adical D
em

ocratic P
olitics , Verso. （

山
崎

カ
ヲ
ル
／
石
澤
武
訳
『
ポ
ス
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
と
政
治 

― 

根
源
的
民
主
主
義
の
た
め
に
』
大
村
書
店
） 

 M
ackenzie, C

raig (1998) “Social C
onstructionist Political Theory, ” in Irving Velody and R

obin W
illiam

s (eds.)  The P
olitics of 

C
onstructionism

 , Sage Publications. 

 M
archart, O

liver (2006) “The A
bsence at the H

eart of Presence. R
adical D

em
ocracy and the ‘O

ntology of Lack ’, ” in Lars Tønder and Lasse 

Thom
assen (eds.)  R

adical D
em

ocracy: P
olitics betw

een A
bundance and Lack , M

anchester U
niversity Press. 

 M
archart, O

liver (2007)  P
ost-F

oundational P
olitical Thought: P

olitical D
ifference in N

ancy, Lefort, B
adiou and Laclau , Edinburgh 

U
niversity Press. 

 M
archart, O

liver (2011) “D
em

ocracy and M
inim

al Politics: The Political D
ifference and Its C

onsequences, ”  The South A
tlantic Q

uarterly , 

Vol. 110, N
o. 4. 

 

松
元
雅
和
（
二
〇
一
二
）「
規
範
理
論
に
お
け
る
『
現
実
』
の
位
置
づ
け 

― 
G

・A

・コ
ー
エ
ン
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
を
手
が
か
り
に
」『
社
会
思
想
史
研
究
』

第
三
六
号
。 

 

三
浦
聡
（
二
〇
〇
五
）「
複
合
規
範
の
分
散
革
新 

― 

オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
と
し
て
の
企
業
の
社
会
的
責
任
（
C
S
R
）」『
国
際
政
治
』
第
一
四
三
号
。 

 M
ouffe, C

hantal (1993

＝1998)  The R
eturn of the P

olitical , Verso. （
千
葉
眞
・
土
井
美
徳
・
田
中
智
彦
・
山
田
竜
作
訳
『
政
治
的
な
る
も
の
の
再
興
』

日
本
経
済
評
論
社
） 

 M
ouffe, C

hantal (2005

＝2008)  O
n the P

olitical , R
outledge. （

酒
井
隆
史
監
訳
、
篠
原
雅
武
訳
『
政
治
的
な
も
の
に
つ
い
て 

― 

闘
技
的
民
主
主
義
と



754法政論集　255号（2014）

論　　説

多
元
主
義
的
グ
ロ
ー
バ
ル
秩
序
の
構
築
』
明
石
書
店
） 

 
中
河
伸
俊
（
二
〇
〇
五
）「『
ど
の
よ
う
に
』
と
『
な
に
』
の
往
還 

― 

エ
ン
ピ
リ
カ
ル
な
構
築
主
義
へ
の
招
待
」
盛
山
和
夫
・
野
宮
大
志
郎
・
土
場
学
・
織

田
輝
哉
編
『「
社
会
」
へ
の
知
／
現
代
社
会
学
の
理
論
と
方
法
（
下
） 

― 

経
験
知
の
現
在
』
勁
草
書
房
。 

 

西
山
真
司
（
二
〇
一
〇
―
二
〇
一
一
）「
政
治
文
化
論
の
問
題
構
成
と
理
論
的
基
礎
の
再
検
討 

― 

政
治
理
論
と
し
て
の
信
頼
論
に
向
け
て
（
一
）（
二
）（
三
・

完
）」『
法
政
論
集
』
第
二
三
六
号
、
第
二
三
七
号
、
第
二
三
八
号
。 

 

小
野
紀
明
（
二
〇
一
〇
）『
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
政
治
哲
学
』
岩
波
書
店
。 

 

乙
部
延
剛
（
二
〇
一
一
）「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
現
在 

― 

闘
技
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
を
中
心
に
」『
法
学
志
林
』
第
一
〇
九
巻
第
一
号
。 

 Schm
idt, V

ivien (2008) “D
iscursive Institutionalism

: The Explanatory Pow
er of Ideas and D

iscoursese, ”  A
nnual R

eview
 of P

olitical Science , 

Vol. 11. 

 

盛
山
和
夫
（
二
〇
一
一
）『
社
会
学
と
は
何
か 
― 
意
味
世
界
へ
の
探
求
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。 

 Strathausen, C
arsten (2009) “Introduction: Thinking O

utside In, ” in C
arsten Strathausen (ed.)  A Leftist O

ntology: B
eyond R

elativism
 and 

Identity P
olitics , U

niversity of M
innesota Press. 

 Sw
ift, A

dam
 (2006

＝2011)  P
olitical P

hilosophy: A B
eginners ’ G

uide for Students and P
oliticians , 2nd Edition, Polity. （

有
賀
誠
・
武
藤
功
訳『
政

治
哲
学
へ
の
招
待 

― 

自
由
や
平
等
の
い
っ
た
い
何
が
問
題
な
の
か
？
』
風
行
社
） 

 

平
英
美
／
中
河
伸
俊
（
二
〇
〇
六
）『
新
版　

構
築
主
義
の
社
会
学 

― 
実
在
論
争
を
超
え
て
』
世
界
思
想
社
。 

 

高
橋
哲
哉
（
二
〇
〇
一
）『
歴
史
／
修
正
主
義
』
岩
波
書
店
。 

 

田
村
哲
樹
（
二
〇
一
一
）「
男
性
稼
ぎ
手
型
家
族
を
基
礎
と
し
た
福
祉
国
家
か
ら
ど
の
よ
う
に
脱
却
す
る
の
か
？ 

― 

ベ
ー
シ
ッ
ク
・
イ
ン
カ
ム
、性
別
分
業
、

民
主
主
義
」
田
村
哲
樹
・
堀
江
孝
司
編
『
模
索
す
る
政
治 

― 

代
表
制
民
主
主
義
と
福
祉
国
家
の
ゆ
く
え
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
。 



構築主義は規範をどこまで語ることができるのか？（田村）

755

 Torfing, Jacob (2005) “D
iscourse Theory: A

chievem
ents, A

rgum
ents, and C

hallenges, ” in D
avid H

ow
arth and Jacob Torfing (eds.) 

 D
iscourse Theory in E

uropean P
olitics: Identity, P

olicy and G
overnance , Palgrave M

acm
illan. 

 

山
本
圭
（
二
〇
一
〇
）「
現
代
民
主
主
義
理
論
に
お
け
る
ア
ゴ
ニ
ズ
ム
の
隘
路 

― 

シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
に
お
け
る
敵
対
性
な
き
闘
技
を
め
ぐ
っ
て
」『SITE 

ZER
O

/ZER
O

 SITE

』
第
三
号
。 

 

山
本
圭
（
二
〇
一
一
）「
敵
対
性
・
異
質
な
も
の
・
ラ
デ
ィ
カ
ル
デ
モ
ク
ラ
シ
ー 

― 

エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
に
お
け
る
敵
対
性
と
そ
の
変
遷
」『
社
会
思

想
史
研
究
』
第
三
五
号
。 

 

山
根
純
佳
（
二
〇
一
〇
）『
な
ぜ
女
性
は
ケ
ア
労
働
を
す
る
の
か 

― 

性
別
分
業
の
再
生
産
を
超
え
て
』
勁
草
書
房
。 




