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「存在論的不安」再考
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存
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的
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安
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は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
現
代
を
代
表
す
る
社
会
理
論
家
の
一
人
、
イ
ギ
リ
ス
の
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
の
「
存
在
論
的
不
安

（ontological insecurity

）」）1
（

の
概
念
を
、
ギ
デ
ン
ズ
の
社
会
理
論
に
内
在
し
つ
つ
再
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
ギ
デ
ン
ズ
の
「
不

安
の
社
会
学
」
と
も
呼
び
う
る
理
論
的
構
図
を
う
る
こ
と
に
あ
る
。

　

近
年
日
本
で
も
、
社
会
の
一
般
的
状
況
を
人
々
の
間
に
広
が
る
不
安
感
か
ら
特
徴
づ
け
る
議
論
が
度
々
見
ら
れ
る
。
と
は
い
え
不

安
は
単
に
私
達
が
日
常
的
に
よ
く
抱
く
感
覚
と
い
う
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
従
来
、
哲
学
や
精
神
医
学
・
心
理
学
な
ど
で
論

じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
不
安
は
人
間
存
在
の
根
本
的
な
あ
り
方
に
関
わ
る
現
象
で
あ
る
。
本
稿
で
扱
う
存
在
論
的
不
安
の
概
念
も
、

そ
う
し
た
次
元
か
ら
不
安
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。

　

た
だ
社
会
理
論
の
観
点
か
ら
不
安
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
、
そ
れ
が
特
定
の
歴
史
的
段
階
に
あ
る
特
定
の
社
会
的
・
文
化
的
状
況

の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
形
で
現
れ
て
き
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
現
れ
方
は
、
社
会
・
文
化
そ
れ
自
体
の
構
造
や
動
態
と
ど
の
よ

う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
焦
点
と
な
る
。
ジ
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
の
「
液
状
不
安
」
論
（Baum

an 2006=2012

））
2
（

と
共
に
ギ
デ
ン
ズ
の
「
存
在
論
的
不
安
」
に
つ
い
て
の
議
論
も
こ
う
し
た
観
点
か
ら
不
安
と
い
う
現
象
を
考
察
す
る
た
め
の
豊
か
な

示
唆
を
含
ん
で
い
る
。

　

さ
て
存
在
論
的
不
安
の
概
念
に
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
社
会
学
的
研
究
で
も
度
々
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
こ
の
概
念
に
焦

点
を
あ
て
た
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
現
代
社
会
論
の
文
脈
で
の
考
察
（
樫
村
、
二
〇
〇
七
）、
少
年
犯
罪
や
無
差
別
殺
傷
事
件
に

関
す
る
考
察
（
近
藤
、
二
〇
〇
三
）、
職
場
環
境
の
変
化
に
関
す
る
考
察
（
大
野
、
二
〇
〇
九
）、
ひ
き
こ
も
り
の
当
事
者
に
関
す
る
考

察
（
石
川
、
二
〇
〇
七
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
存
在
論
的
不
安
の
概
念
を
利
用
・
援
用
し
つ
つ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
主
題
で
あ
る
社
会
現
象
を
記
述
・
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
も
の
の
、
存
在
論
的
不
安
の
概
念
自
体
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を
考
察
し
た
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
存
在
論
的
不
安
の
概
念
そ
の
も
の
に
立
ち
返
り
、
と
り
わ
け
社
会
学
で
こ
の
概
念
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
代

表
的
な
ギ
デ
ン
ズ
の
議
論
に
内
在
し
つ
つ
、
そ
の
理
論
的
内
容
を
整
理
し
、
さ
ら
に
は
再
構
成
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
本
来
、
哲
学
的
あ
る
い
は
精
神
医
学
・
心
理
学
的
な
も
の
で
あ
る
こ
の
概
念
が
、
ギ
デ
ン
ズ
の
社
会
理
論
の
な
か
に
ど
の

よ
う
な
形
で
組
み
込
ま
れ
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
特
に
注
意
し
た
い
。

Ⅰ　

構
造
化
と
存
在
論
的
不
安

　

本
章
で
は
ま
ず
、
ギ
デ
ン
ズ
が
構
造
化
理
論
と
呼
ば
れ
る
社
会
の
一
般
理
論
の
構
築
へ
と
向
か
い
、
そ
の
集
大
成
と
も
言
え
る

『
社
会
の
構
成
』（
一
九
八
四
）
を
上
梓
し
た
一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
理
論
的
枠
組
み
に
お
け
る
、
存
在
論
的
不
安
の
概
念
を
中
心
と

し
て
整
理
し
て
い
く
。

１　

存
在
論
的
安
心
と
存
在
論
的
不
安

　

ギ
デ
ン
ズ
の
存
在
論
的
不
安
の
概
念
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
そ
れ
が
存
在
論
的
安
心
（ontological security

）
と
い
う
概
念
と

対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
お
さ
え
て
お
く
と
理
解
し
や
す
い
。
ギ
デ
ン
ズ
は
、
た
と
え
ば
先
に
述
べ
た
バ
ウ
マ
ン
の
よ
う
に
、
人
間

が
有
す
る
不
安
の
根
源
が
死
で
あ
る
と
い
っ
た
、
不
安
の
根
源
を
限
定
的
に
捉
え
る
形
を
と
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
存
在
論
的
安
心
が

脅
か
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
失
わ
れ
た
状
態
が
存
在
論
的
不
安
で
あ
り
、
そ
の
揺
ら
ぎ
や
喪
失
の
理
由
も
多
元
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

　

ギ
デ
ン
ズ
は
い
く
つ
か
の
書
物
の
末
尾
に
グ
ロ
ッ
サ
リ
ー
（
語
彙
集
）
を
つ
け
て
い
る
が
、
存
在
論
的
不
安
の
概
念
は
そ
こ
に
は
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な
く
、
む
し
ろ
存
在
論
的
安
心
の
概
念
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。『
社
会
の
構
成
』
の
定
義
に
よ
る
と
、
存
在
論
的
安
心
と

は
「
自
己
と
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
基
本
的
な
実
存
的
条
件
も
含
め
て
、
自
然
的
世
界
な
ら
び
に
社
会
的
世
界
が
、

い
ま
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
ま
ま
の
も
の
で
あ
る
こ
と
へ
の
確
信
あ
る
い
は
信
頼
」（Giddens 1984: 375=2015: 418

）

で
あ
る）3
（

。
ま
た
後
の
『
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』（
一
九
九
一
）
の
グ
ロ
ッ
サ
リ
ー
で
は
、「
個
人
の
直
接
の
知
覚

環
境
に
な
い
も
の
を
も
含
め
た
、
事
象
に
つ
い
て
の
継
続
性
や
秩
序
の
感
覚
」（Giddens 1991: 243=2005: 279

）
と
述
べ
ら
れ
る
。

　

自
己
と
い
う
存
在
そ
の
も
の

0

0

0

0

、
ま
た
自
己
が
そ
の
内
に
あ
る
自
然
的
・
社
会
的
世
界
と
い
う
存
在
そ
の
も
の

0

0

0

0

に
つ
い
て
通
常
我
々

は
疑
問
を
抱
か
な
い
。
我
々
は
通
常
そ
れ
ら
が
昨
日
と
同
じ
よ
う
に
今
日
も
あ
り
、
明
日
も
ま
た
同
様
に
継
続
し
て
、
安
定
し
て
存

在
し
て
い
く
と
感
じ
て
い
る
。
こ
の
感
覚
が
存
在
論
的
安
心
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
「
そ
う
感
じ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
」
と

理
解
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
そ
も
そ
も
自
己
や
他
者
、
世
界
の
本
質
に
つ
い
て
私
達
は
、
誰
も
本
当
は
何
も
理
解
し
て
は
い
な
い
。
む

し
ろ
そ
う
し
た
こ
と
を
意
識
的
に
考
え
始
め
て
し
ま
う
と
不
安
定
な
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
逆
に
言
う
と
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

普
段
私
達
は
考
え
ず
に
す
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
意
識
的
に
そ
う
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ

そ
う
し
た
心
的
状
態
は
、
な
か
ば
無
意
識
的
に
、
い
つ
も
す
で
に
達
成
さ
れ
て
い
る
。
繰
り
返
せ
ば
、
こ
れ
が
存
在
論
的
安
心
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
心
的
状
態
は
様
々
な
次
元
の
出
来
事
を
通
じ
て
揺
ら
ぎ
始
め
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
外
的
世
界

の
状
態
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
り
、
死
の
経
験
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
り
、
他
者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
り
、
自
己
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
状
態
で
あ
っ
た
り
、
様
々
な
次
元
の
、
ギ
デ
ン
ズ
の
言
う
「
実
存
的
な
疑
問
」
に
よ
っ
て
揺
ら
ぎ
始
め
る
可
能
性
が
あ

る
（Giddens 1991: 47-55=2005: 51-60

）。
そ
の
よ
う
な
時
、
人
々
を
多
か
れ
少
な
か
れ
覆
い
始
め
る
感
覚
が
、
存
在
論
的
不
安
で

あ
る
。

　

先
に
存
在
論
的
安
心
を
、
私
達
は
い
つ
も
す
で
に
無
意
識
的
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
心
的
状
態
に
な
っ
て
い
る
、
と
述
べ
た
。

こ
う
し
た
心
的
状
態
を
作
り
出
す
う
え
で
重
要
で
あ
る
の
が
「
基
本
的
信
頼
（basic trust

）」
で
あ
る
。
ギ
デ
ン
ズ
は
、
発
達
心
理
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学
者
エ
リ
ク
・
エ
リ
ク
ソ
ン
の
（
そ
し
て
九
〇
年
代
以
降
の
書
物
で
は
同
時
に
精
神
医
学
者
ド
ナ
ル
ド
・
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
の
）
議
論
を
援

用
し
つ
つ
、
幼
児
期
に
形
成
さ
れ
る
基
本
的
信
頼
が
後
の
人
生
で
の
存
在
論
的
安
心
の
基
礎
に
な
る
と
論
じ
て
い
る
（Giddens 

1984: 51-6=2015: 79-84

）。
基
本
的
信
頼
と
は
、
母
親
な
ど
保
護
者
の
姿
が
視
界
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
て
も
、
そ
の
母
親
の
不
在
は

自
分
が
棄
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
母
親
と
の
関
係
は
い
つ
も
ど
お
り
継
続
し
て
い
る
と
思
え
る
、

と
い
う
信
頼
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
信
頼
は
例
外
な
く
保
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
事
実
、
棄
て
ら
れ
て
し
ま
う
、
あ

る
い
は
そ
れ
に
近
い
状
態
に
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
た
だ
こ
こ
で
重
要
で
あ
る
の
は
「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
母
親
は
い
つ
も
ど

お
り
側
に
い
て
く
れ
る
」
と
「
思
え
る
」「
予
見
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
繰
り
返
せ
ば
、
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
る
基
本
的

信
頼
が
後
の
存
在
論
的
安
心
の
基
盤
と
な
る
、
と
ギ
デ
ン
ズ
は
論
じ
る
。
た
だ
幼
児
期
に
基
本
的
信
頼
が
獲
得
さ
れ
た
と
し
て
も
、

ひ
と
は
成
長
す
る
に
つ
れ
、
保
護
者
以
外
の
様
々
な
人
々
と
関
わ
り
つ
つ
、
よ
り
複
雑
で
多
様
な
社
会
的
・
自
然
的
環
境
へ
と
入
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
で
も
存
在
論
的
安
心
は
変
わ
ら
ず
に
維
持
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関

わ
る
の
が
次
に
見
る
ギ
デ
ン
ズ
の
「
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
」
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。

２　

ル
ー
テ
ィ
ー
ン
と
構
造
化

　

こ
こ
で
も
ま
ず
『
社
会
の
構
成
』
の
グ
ロ
ッ
サ
リ
ー
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
「
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
化
（routinization

）」
の

定
義
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
ギ
デ
ン
ズ
は
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
化
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
日
々
の
社
会
生
活
の
な
か
の
活

動
の
ほ
と
ん
ど
が
持
つ
、
習
慣
的
な
、
自
明
な
も
の
と
い
う
性
質
。
慣
れ
親
し
ん
だ
行
動
の
ス
タ
イ
ル
や
形
式
が
浸
透
し
て
い
る
こ

と
は
、
存
在
論
的
安
心
の
感
覚
を
支
え
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
も
い
る
」（Giddens 1984: 376=2015: 420

）。
ル
ー

テ
ィ
ー
ン
は
、
社
会
生
活
の
な
か
で
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
「
お
決
ま
り
の
」「
慣
れ
親
し
ん
だ
」
行
動
の
パ

タ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
が
社
会
生
活
の
至
る
所
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
物
事
が
「
普
段
の
ま
ま
で
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い
つ
も
ど
お
り
（business as usual

）」
に
行
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
状
態
を
生
み
出
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
存
在

論
的
安
心
の
感
覚
を
も
た
ら
す
。
ま
た
逆
に
言
え
ば
、
存
在
論
的
不
安
を
感
じ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
人
々
は
疑
う
こ
と
な
く
普
段
ど

お
り
に
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
と
存
在
論
的
安
心
の
感
覚
は
互
い
に
互
い
を
支
え
る
と
い
う
二
重
の
関
係
に
あ

る
。

　

そ
も
そ
も
、
先
に
見
た
幼
児
期
の
基
本
的
信
頼
も
、
子
ど
も
に
対
す
る
母
親
の
ケ
ア
が
一
貫
性
と
継
続
性
を
も
っ
て
繰
り
返
し
同

じ
パ
タ
ー
ン
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
を
通
じ
て
形
づ
く
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
成
長

期
以
降
の
よ
り
多
様
か
つ
複
雑
な
社
会
生
活
で
も
、
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
が
同
様
の
役
割
を
は
た
し
て
い
く
。
ギ
デ
ン
ズ
は
こ
の
こ
と
を

説
明
す
る
際
に
、
社
会
学
者
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
ゴ
ッ
フ
マ
ン
の
「
儀
礼
的
無
関
心
」
の
概
念
や
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
創
始
者
、

ハ
ロ
ル
ド
・
ガ
ー
フ
ィ
ン
ケ
ル
の
「
違
背
実
験
」
の
例
に
度
々
言
及
し
て
い
る
。
ゴ
ッ
フ
マ
ン
は
、
大
都
市
の
よ
う
に
見
知
ら
ぬ

人
々
が
特
定
の
空
間
（
た
と
え
ば
電
車
の
な
か
の
よ
う
な
）
を
共
有
す
る
場
を
維
持
す
る
社
会
的
作
法
を
儀
礼
的
無
関
心
と
呼
ん
だ
。

つ
ま
り
人
々
は
、
見
知
ら
ぬ
人
々
と
共
に
い
る
時
に
、
け
っ
し
て
完
全
に
無
視
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
特
別
の
関
心
を

向
け
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ば
作
法
と
し
て
の
無
関
心
と
い
う
態
度
を
身
振
り
、
顔
つ
き
、
ま
な
ざ
し
な
ど
を
通
じ
て
表
現
す
る
。

ギ
デ
ン
ズ
流
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
作
法
は
、
見
知
ら
ぬ
人
々
の
間
に
予
測
可
能
な
状
態
を
そ
の
場
そ
の
場
で
作
り
出
す
た
め
の
洗

練
さ
れ
た
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
う
し
た
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
は
、
社
会
生
活
の
様
々
な
場
で
さ
ほ
ど
意

識
さ
れ
る
こ
と
な
く
作
動
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
人
々
に
存
在
論
的
安
心
の
感
覚
を
与
え
て
い
る
が
、
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ル
ー

テ
ィ
ー
ン
が
唐
突
に
破
ら
れ
る
こ
と
が
大
き
な
心
理
的
シ
ョ
ッ
ク
を
人
々
に
与
え
る
。
ガ
ー
フ
ィ
ン
ケ
ル
の
「
違
背
実
験
」、
つ
ま

り
自
分
の
家
で
突
然
下
宿
人
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
始
め
た
り
、
日
常
的
な
挨
拶
に
対
し
て
そ
の
意
味
を
し
つ
こ
く
尋
ね
続
け
た
り
す

る
と
い
っ
た
実
験
も
、
だ
か
ら
こ
そ
周
囲
の
人
々
に
大
き
な
困
惑
を
も
た
ら
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
次
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
の
概
念
が
八
〇
年
代
ま
で
に
ギ
デ
ン
ズ
が
彫
塑
し
た
構
造
化
理
論
の
枠
組
み
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の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
お
き
た
い
。
一
九
七
九
年
の
著
作
『
社
会
理
論
の
中
心
的
問
題
』
の
な
か

で
、
ギ
デ
ン
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
社
会
関
係
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
化
は
…
…
不
安
（anxiety

）
が
持
つ
潜
在
的
な
腐
食

効
果
を
封
じ
込
め
る
様
式
で
あ
る
。
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
は
ひ
と
に
安
心
感
を
与
え
る
。
そ
し
て
、
社
会
的
な
舞
台
装
置
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
か
0

0

で0

慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
は
、
人
々
の
行
為
そ
の
も
の
を
通
じ
て
、
構
造
の
二
重
性
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
か
0

0

で
創
造
さ
れ
再
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」

（Giddens 1979: 128=1989: 141

）。

　

こ
こ
で
い
う
「
構
造
の
二
重
性
」
は
、
ギ
デ
ン
ズ
の
構
造
化
理
論
の
根
幹
に
位
置
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
従
来
、
社
会
学
理
論
で

は
、
社
会
秩
序
を
社
会
の
「
構
造
」
か
ら
説
明
す
る
か
、
そ
れ
と
も
個
々
人
の
「
行
為
」
か
ら
説
明
す
る
か
と
い
う
二
元
論
的
な
図

式
の
な
か
で
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ギ
デ
ン
ズ
は
、
社
会
を
「
構
造
化
」
と
い
う
動
態
の
内
に
た
え
ず
あ
る
も
の

と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
単
に
社
会
変
動
を
考
慮
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
社
会
が
安
定
し
て
い
て
も
そ
れ
は

常
に
動
い
て
お
り
、
時
間
の
流
れ
と
共
に
た
え
ず
消
失
し
つ
つ
も
再
構
成
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
こ
の
変
化
し
つ
つ
も
一
定
の
構
造

と
も
呼
び
う
る
安
定
性
を
形
づ
く
る
と
い
う
二
重
性
を
有
す
る
動
態
そ
の
も
の
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
が
構
造
化
理
論
で
あ
る
。
こ

の
理
論
の
詳
細
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
こ
こ
で
の
目
的
で
は
な
い
。
た
だ
先
に
見
た
、
存
在
論
的
安
心
と
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
を
め
ぐ

る
二
重
性
は
、
上
述
の
「
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
」
す
な
わ
ち
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
化
を
め
ぐ
る
二
重
性
、
つ
ま
り
、
社
会
を
形
づ
く
る

「
構
造
の
二
重
性
」
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
、
人
々
が
抱
く
存
在
論
的
安
心
や
人
々
の
行
為
、

他
方
で
、
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
は
、
互
い
に
互
い
を
支
え
合
う
二
重
性
を
帯
び
た
動
態
の
う
ち
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
す
る
と
、
社
会
を
そ
の
動
態
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
は
そ
の
中
軸
と
な
る
現
象

で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
ギ
デ
ン
ズ
は
「
す
べ
て
の
社
会
的
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
規
模
と
範
囲
が
ど
れ
ほ
ど
で
あ
ろ
う
と
…
…
日

常
的
な
社
会
生
活
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
を
表
現
し
、
か
つ
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
」（Giddens 1984: 36=2015: 64

）、
ま
た
「
ル
ー

テ
ィ
ー
ン
は
、
日
常
的
活
勤
の
経
路
を
移
動
し
て
い
く
行
為
者
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
継
続
性
に
と
っ
て
も
、
ま
た
、
継
続
的
な
再
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生
産
を
通
し
て
の
み
現
在
の
よ
う
な
姿
を
保
つ
こ
と
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

社
会
の
諸
制
度
に
と
っ
て
も
、
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
」（Giddens 

1984: 60=2015: 89

）
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
構
造
化
理
論
を
前
提
と
し
て
見
れ
ば
、
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
を
め
ぐ
る
ギ
デ
ン
ズ
の
議
論
が
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
を
順

守
す
る
こ
と
で
存
在
論
的
安
心
が
え
ら
え
る
と
す
る
趣
旨
の
も
の
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
も
理
解
し
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。
後
に

見
る
よ
う
に
、
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
に
固
執
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
病
理
的
状
態
さ
え
招
き
入
れ
る
。
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
は
、
お
決
ま
り
の
行

動
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
す
で
に
あ
る
も
の
を
「
な
ぞ
り
な
お
す
」
行
動
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
自
体
、
行
為
者
に
よ
っ

て
た
え
ず
作
り
出
さ
れ
（
場
合
に
よ
っ
て
は
作
り
直
さ
れ
）、
再
生
産
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

Ⅱ　

ハ
イ
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
存
在
論
的
安
心

　

九
〇
年
代
に
入
る
と
、
ギ
デ
ン
ズ
は
、
そ
れ
ま
で
に
彫
塑
し
た
構
造
化
理
論
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
議
論
の
重
心
を
、
社
会
の
一

般
理
論
か
ら
、
時
代
診
断
的
な
ハ
イ
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
（
高
度
近
代
、
後
期
近
代
）
の
理
論
へ
と
移
行
さ
せ
て
い
く
。

　

こ
う
し
た
理
論
的
枠
組
み
の
更
新
に
と
も
な
っ
て
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
不
安
に
つ
い
て
の
議
論
も
大
き
く
変
化
し
て
い
く
。
た

だ
最
初
に
注
意
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
ギ
デ
ン
ズ
が
過
去
と
比
べ
て
現
代
は
不
安
の
多
い
時
代
に
な
っ
た
と
い
う
見
方
を
と
ら
な

い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。「
ハ
イ
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
で
は
、
様
々
な
要
因
が
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
近
代
的
諸
制
度
と
の
間
の
関

係
に
直
接
的
に
作
用
を
及
ぼ
す
。
…
…
モ
ダ
ニ
テ
ィ
は
先
行
す
る
時
代
に
比
べ
て
明
ら
か
に
不
安
感
（anxiety

）
が
高
ま
る
時
代
で

あ
る
、
と
主
張
す
る
者
も
い
る
が
、
私
は
こ
れ
が
真
実
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
。
不
安
感
や
不
安
定
さ
（insecurities

）
は
私
達
の

時
代
以
外
の
時
代
を
も
悩
ま
せ
た
し
、
よ
り
小
規
模
な
、
伝
統
的
な
文
化
に
お
け
る
生
活
は
今
日
よ
り
も
よ
り
平
穏
な
も
の
だ
っ
た
、

と
い
う
時
折
な
さ
れ
る
想
定
も
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
正
当
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ひ
ろ
く
広
が
る
不
安
の
内
容
と
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形
式
は
、
確
か
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
」（Giddens 1991: 32=2005: 35

）。

　

こ
の
最
後
の
言
に
も
あ
る
よ
う
に
、
本
章
以
降
の
目
的
は
、
ハ
イ
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
現
代
社
会
に
あ
っ
て
「
不
安
の
内
容

と
形
式
」
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
、
こ
の
問
い
を
め
ぐ
る
ギ
デ
ン
ズ
の
議
論
を
す
で
に
見
た
議
論
と
も
関
連
づ
け
つ
つ
再
構

成
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。

１　

ハ
イ
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
輪
郭

　

で
は
ま
ず
ギ
デ
ン
ズ
の
ハ
イ
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
論
の
概
要
を
、
と
り
わ
け
存
在
論
的
不
安
の
概
念
に
関
係
し
て
く
る
部
分
に
焦
点
を

絞
り
つ
つ
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
そ
の
際
、
中
核
と
な
る
の
は
「
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
（abstract system

）」
に
よ
る
社
会
関
係
の

「
脱
埋
め
込
み
（disem

bedding

）」、
そ
し
て
「
再
帰
性
（reflexivity

）」
の
急
速
な
進
展
と
い
う
捉
え
方
で
あ
る
。

　

前
近
代
社
会
で
、
存
在
論
的
安
心
の
供
給
源
は
「
親
族
シ
ス
テ
ム
」「
地
域
共
同
体
」「
宗
教
」
に
よ
っ
て
制
度
的
に
支
え
ら
れ
た

「
伝
統
」
で
あ
っ
た
。
伝
統
も
ま
た
先
に
述
べ
た
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
の
一
種
で
あ
る
。
高
度
近
代
化
の
進
展
は
、
こ
の
伝
統
の
位
置
を
、

い
わ
ば
社
会
の
外
部
に
あ
る
安
定
し
た
規
準
か
ら
、
多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
内
の
ひ
と
つ
の
選
択
肢
に
す
ぎ
な
い
も
の
へ
と
変

貌
さ
せ
て
い
く
。

　

近
代
化
の
進
展
は
、
時
間
と
場
所
を
こ
え
て
い
つ
で
も
利
用
で
き
る
貨
幣
の
よ
う
な
媒
体
（「
象
徴
的
通
標
（sym

bolic token

）」）、

お
よ
び
、
同
じ
く
時
間
と
場
所
を
こ
え
て
自
由
に
利
用
・
参
照
さ
れ
る
多
様
な
、
か
つ
分
野
ご
と
に
専
門
化
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
や
知

識
の
シ
ス
テ
ム
（「
専
門
家
シ
ス
テ
ム
（expert system

）」）
を
人
々
の
生
活
の
な
か
に
浸
透
さ
せ
て
い
く
。
ち
な
み
に
後
者
の
専
門

家
シ
ス
テ
ム
は
、
き
わ
め
て
広
い
意
味
で
考
え
ら
れ
て
お
り
、
単
に
医
師
や
弁
護
士
な
ど
専
門
職
に
頼
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
た
と

え
ば
自
家
用
車
を
運
転
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
考
え
て
も
そ
こ
で
我
々
は
、
自
動
車
の
製
造
会
社
や
販
売
会
社
、
免
許
管
理
機
構
、

道
路
網
、
交
通
シ
ス
テ
ム
、
自
動
車
保
険
等
々
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
様
々
な
シ
ス
テ
ム
に
自
ず
と
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
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「
象
徴
的
通
標
」
と
「
専
門
家
シ
ス
テ
ム
」
を
合
わ
せ
た
も
の
が
ギ
デ
ン
ズ
の
言
う
「
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
。
こ
の
抽
象
的

シ
ス
テ
ム
の
浸
透
は
、
前
近
代
社
会
の
地
域
共
同
体
の
よ
う
に
特
定
の
場
所
で
の
特
定
の
時
間
の
流
れ
に
拘
束
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
場
所
や
時
間
を
自
由
に
設
定
で
き
る
社
会
関
係
を
可
能
に
す
る
（
こ
の
こ
と
を
ギ
デ
ン
ズ
は
「
時
間
と
空
間
の
分
離
」
と
呼
ぶ
）。

そ
し
て
結
果
と
し
て
「
社
会
関
係
が
ロ
ー
カ
ル
な
相
互
作
用
の
文
脈
か
ら
『
引
き
離
さ
れ
て
』、
時
空
間
の
無
限
の
広
が
り
の
な
か

に
再
構
築
さ
れ
る
」（Giddens 1990: 35-6=1993: 21

）
過
程
、
す
な
わ
ち
「
脱
埋
め
込
み
」
化
が
進
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
、
以
上
の
よ
う
な
高
度
近
代
化
は
「
制
度
的
再
帰
性
」
の
加
速
化
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
再
帰
性
と
は
、
文
字
ど

お
り
社
会
や
自
己
の
あ
り
方
を
何
ら
か
の
規
準
に
照
ら
し
省
み
て
、
そ
れ
を
通
じ
て
社
会
や
自
己
の
あ
り
方
を
維
持
し
た
り
変
化
さ

せ
た
り
す
る
営
み
の
こ
と
で
あ
る
。
前
近
代
社
会
で
も
こ
の
再
帰
性
は
も
ち
ろ
ん
作
動
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
伝
統
を
参

照
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ギ
デ
ン
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
前
近
代
の
文
明
で
は
、
再
帰
性
は
依
然
と
し
て
大
部
分
、
伝

統
の
再
解
釈
と
明
確
化
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
時
間
の
規
準
は
『
未
来
』
よ
り
も
『
過
去
』
の
側
に
は
る
か
に
大
き
な
重
点
が
置
か

れ
て
い
た
」。
こ
れ
に
対
し
て
「
近
代
の
社
会
生
活
の
再
帰
性
の
本
質
は
、
社
会
の
実
際
の
営
み
が
、
ま
さ
し
く
そ
の
営
み
そ
の
も

の
に
関
す
る
入
手
さ
れ
た
情
報
に
照
ら
し
て
た
え
ず
吟
味
・
再
編
成
さ
れ
、
結
果
と
し
て
そ
の
営
み
の
性
質
を
根
本
的
に
変
化
さ
せ

て
い
く
と
い
う
点
に
あ
る
」（Giddens 1990: 37-8=1993: 54-5

）。
高
度
近
代
で
は
、
多
種
多
様
な
情
報
収
集
手
段
を
駆
使
し
て
、

社
会
や
そ
の
環
境
に
関
す
る
情
報
が
集
め
ら
れ
、
ま
た
そ
の
集
め
ら
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
社
会
が
動
い
て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
動

き
に
ゴ
ー
ル
は
な
く
、
む
し
ろ
た
え
ず
作
動
し
続
け
る
こ
と
が
そ
の
特
徴
と
な
る
。
こ
れ
が
ギ
デ
ン
ズ
の
言
う
「
制
度
的
再
帰
性
」

で
あ
る
。

　
２　

抽
象
的
シ
ス
テ
ム
と
存
在
論
的
安
心

　

さ
て
一
見
す
る
と
以
上
の
よ
う
な
高
度
近
代
化
の
進
展
は
、
人
々
が
生
活
し
て
い
く
う
え
で
の
不
安
感
を
高
め
る
も
の
と
思
わ
れ



147

「存在論的不安」再考

る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
間
違
い
で
は
な
い
。
た
だ
本
章
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う

に
、
事
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
ギ
デ
ン
ズ
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
は
、
前
近
代
的
な
秩
序
に
は
欠

け
て
い
た
、
日
々
の
生
活
の
な
か
で
の
多
大
な
る
安
心
感
（security

）
を
も
た
ら
し
た
」（Giddens 1990: 112=1993: 140

）。

　

以
下
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ギ
デ
ン
ズ
に
よ
る
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
の
近
代
社
会
論
に
対
す
る
批
判
を
手
が
か
り
と
し
つ
つ
、
ま
た
「
再
専
有
（reappropriation

）」
の
概
念
の
意
味
を
確
認
し
つ

つ
、
整
理
す
る
。

　

先
の
章
で
見
た
高
度
近
代
化
の
議
論
は
、
マ
ル
ク
ス
や
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
あ
る
い
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
近
代
社
会
論
が
対
象
と
し
た

の
と
同
じ
現
象
を
、
ギ
デ
ン
ズ
流
の
枠
組
み
の
な
か
で
記
述
し
直
し
た
も
の
と
言
え
な
く
も
な
い
。
た
だ
ギ
デ
ン
ズ
以
外
の
三
者
に

共
通
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
近
代
化
の
進
展
を
批
判
的
に
捉
え
る
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
た
と
え
ば
マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
主
義
的
生
産

体
制
の
進
展
が
人
々
か
ら
人
間
的
な
環
境
を
奪
い
、
彼
ら
を
疎
外
さ
れ
た
存
在
へ
と
貶
め
る
と
論
じ
た
し
（Giddens 1991: 191-3 

=2005: 217-9

）、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
官
僚
制
的
組
織
の
浸
透
に
代
表
さ
れ
る
合
理
化
の
進
展
が
人
々
を
「
鉄
の
檻
」
に
閉
じ
込
め
、

彼
ら
を
「
機
械
の
歯
車
」
の
よ
う
な
境
遇
に
お
く
と
論
じ
た
（Giddens 1990: 171-2=1993: 137-8

）。
ま
た
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、

「
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
生
活
世
界
の
植
民
地
化
」
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
合
意
形
成
能
力
が
侵
食
さ
れ
、
人
々
が
シ

ス
テ
ム
に
従
属
す
る
だ
け
の
存
在
に
な
る
と
論
じ
た
（Giddens 1990: 144-6=1993: 179-81

）。

　

ギ
デ
ン
ズ
も
ま
た
、
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
の
進
展
に
よ
っ
て
、
伝
統
が
与
え
て
い
た
よ
う
な
安
定
し
た
生
活
の
指
針
や
意
味
づ
け
が

収
奪
さ
れ
て
し
ま
う
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
（
そ
し
て
こ
の
点
が
三
者
と
対
比
し
た
時
の
ギ
デ
ン
ズ
の
特
徴
で
も
あ
る
が
）、

ギ
デ
ン
ズ
は
、
ま
さ
し
く
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
が
生
活
に
浸
透
し
て
い
く
こ
と
が
同
時
に
ま
た
人
々
の
生
活
に
安
定
性
や
利
便
性
を
も

た
ら
す
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
々
の
側
も
単
に
受
け
身
で
浸
透
さ
れ
（
疎
外
さ
れ
）
主
体
性
を
奪
わ
れ
る
だ
け
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
能
動
的
に
シ
ス
テ
ム
に
働
き
か
け
る
可
能
性
を
手
に
入
れ
る
、
と
論
じ
る
。
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そ
も
そ
も
高
度
近
代
に
あ
っ
て
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
れ
な
し
で
は
も
は
や
生
活
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
と
し

て
あ
る
。
電
気
に
し
ろ
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
し
ろ
、
郵
便
に
し
ろ
、
電
話
に
し
ろ
、
水
道
に
し
ろ
、
下
水
に
し
ろ
、
人
々
は
常
に
そ
れ
ら
に

関
わ
る
大
規
模
か
つ
多
種
多
様
な
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
に
依
拠
し
つ
つ
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム

が
安
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
つ
も
と
変
わ
ら
ず
同
じ
よ
う
に
動
い
て
い
る
と
い
う
信
頼
が
、
人
々
に
安
心
感
を
与
え
て
い
る
。
ギ

デ
ン
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
へ
の
信
頼
は
、
時
空
間
の
拡
大
の
条
件
で
あ
り
、
ま
た
近
代
の
諸
制
度

が
伝
統
的
世
界
に
比
べ
て
幅
広
く
も
た
ら
す
日
々
の
生
活
の
安
心
感
の
条
件
で
あ
る
。
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
と
結
び
つ
い
た
ル
ー

テ
ィ
ー
ン
は
、
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
い
う
時
代
状
況
の
も
と
で
の
存
在
論
的
安
心
に
と
っ
て
中
核
と
な
る
も
の
で
あ
る
」（Giddens 

1990: 113=1993: 141-2
）。
先
の
章
で
、
存
在
論
的
安
心
が
維
持
さ
れ
て
い
く
う
え
で
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
整

理
し
た
。
高
度
近
代
で
は
、
伝
統
に
代
わ
っ
て
、
ま
さ
し
く
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
が
こ
の
存
在
論
的
安
心
を
支
え
る
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
を

形
成
す
る
中
核
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
ま
た
人
々
は
、
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
に
た
だ
従
属
し
て
生
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
は

確
か
に
生
活
の
な
か
に
浸
透
し
そ
の
様
相
を
一
変
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
が
ロ
ー
カ
ル
な
生
活
の
場
と
い
う

文
脈
の
な
か
に
転
置
さ
れ
て
い
く
と
い
う
過
程
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ギ
デ
ン
ズ
は
、
先
に
見
た
「
脱
埋
め
込
み
」
と
対
比
さ
せ

つ
つ
「
再
埋
め
込
み
（reem

bedding

）」
と
呼
ぶ
。
再
埋
め
込
み
と
は
「
脱
埋
め
込
み
化
さ
れ
た
社
会
関
係
を
（
部
分
的
に
、
あ
る

い
は
一
時
的
に
で
は
あ
れ
）
時
間
的
・
空
間
的
に
限
定
さ
れ
た
ロ
ー
カ
ル
な
状
況
へ
と
再
び
つ
な
ぎ
と
め
る
た
め
に
改
変
し
、
再
専

有
す
る
こ
と
」（Giddens 1990: 79-80=1993: 102

）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
の
生
活
は
、
自
分
で
は
そ
の
全
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
浸
透
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
表
現
し
た
よ
う
に
「
植
民
地
化
」
さ
れ

る
と
も
言
え
る
が
、
個
人
は
た
だ
単
に
受
動
的
に
シ
ス
テ
ム
の
支
配
下
に
お
か
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
浸
透
し
て
き
た
シ
ス
テ
ム
を

逆
に
利
用
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
自
分
た
ち
の
生
活
を
再
編
成
し
、
さ
ら
に
は
シ
ス
テ
ム
へ
と
様
々
な
形
で
働
き
か
け
、
そ
れ
を
ロ
ー
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カ
ル
な
場
で
改
変
し
て
い
く
こ
と
さ
え
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
生
活
世
界
は
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
に
浸
透
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
変

容
す
る
も
の
の
、
ま
さ
に
そ
の
変
容
を
通
じ
て
人
々
は
、
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
を
自
分
た
ち
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
引
き
寄
せ
、
自
分
た

ち
の
も
の
と
し
（
こ
れ
を
ギ
デ
ン
ズ
は
「
再
習
熟 reskilling

」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
）、
自
分
た
ち
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
利
用
し
て
い

く
可
能
性
を
手
に
す
る
。
こ
れ
が
ギ
デ
ン
ズ
の
い
う
「
再
専
有
」
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
高
度
近
代
に
あ
っ
て
人
々
は
、
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
た
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
に
よ
っ
て
存
在
論
的
安
心
を
維

持
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
を
再
専
有
す
る
こ
と
を
通
じ
て
そ
れ
ら
を
改
変
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
認

識
が
、
前
章
で
見
た
構
造
化
理
論
と
基
本
的
な
構
図
と
い
う
点
で
は
同
型
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
こ
こ
で
示
唆
し
て
お
き
た
い
。

３　

親
密
な
関
係
性
と
存
在
論
的
安
心

　

先
に
、
高
度
近
代
を
特
徴
づ
け
る
再
帰
性
と
い
う
特
質
に
つ
い
て
述
べ
た
。
先
に
見
た
の
は
主
に
「
制
度
的
再
帰
性
」
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
再
帰
性
は
高
度
近
代
に
あ
っ
て
、
制
度
的
な
レ
ベ
ル
の
み
な
ら
ず
個
人
の
レ
ベ
ル
で
も
加
速
化
す
る
。
高
度
近
代
で
は
、

安
定
し
た
伝
統
の
よ
う
に
、
自
己
の
あ
り
方
を
指
示
し
て
く
れ
る
よ
う
な
規
準
は
な
い
。
む
し
ろ
制
度
的
レ
ベ
ル
で
と
同
じ
よ
う
に
、

個
人
も
、
た
え
ず
周
囲
や
他
者
の
状
況
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
え
ら
れ
た
情
報
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
自
ら
の
あ
り

方
を
変
化
さ
せ
つ
つ
考
え
ま
た
行
動
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
は
い
わ
ば
自
己
の
「
物
語
」
を
た
え
ず
紡
ぎ
出
し
続
け

る
「
再
帰
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
な
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
自
己
に
存
在
論
的
安
心
を
与
え
る
も
の
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
た
ル
ー

テ
ィ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
安
心
感
は
、
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
と
い
う
非
人
格
的
な
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
信
頼
に
基
づ

く
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
な
社
会
状
況
に
つ
い
て
の
安
心
感
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
も
っ
と
身
近
な
家
族
や

パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
友
人
の
関
係
と
い
っ
た
親
密
な
関
係
性
に
お
け
る
安
心
感
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
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も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
親
密
な
関
係
性
に
も
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
は
浸
透
し
て
お
り
、
人
々
は
関
係
性
を
紡
い
で
い
く
に
あ
た
っ
て
も
、

常
に
そ
れ
を
利
用
（
場
合
に
よ
っ
て
は
再
専
有
）
し
て
は
い
る
（
た
と
え
ば
各
種
の
実
用
書
、
医
師
や
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
相
談
窓
口
な
ど
）。

し
か
し
繰
り
返
せ
ば
、
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
が
こ
う
し
た
関
係
性
に
お
け
る
安
定
性
や
安
心
感
を
す
べ
て
お
膳
立
て
し
て
提
供
し
て
く

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
前
近
代
社
会
に
お
け
る
「
親
族
シ
ス
テ
ム
」
や
「
地
方
共
同
体
」
で
の
、
顔
の
見
え
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
通
じ
て
の
関
係
性
の
形
成
も
、
核
家
族
化
や
個
人
化
、
過
疎
化
や
都
市
化
を
通
じ
て
弱
体
化
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
存
在

論
的
安
心
を
調
達
す
る
た
め
に
、
ま
た
別
の
回
路
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ギ
デ
ン
ズ
は
、
高
度
近
代
に
お
け
る
親
密
な
関
係
性
は
、
彼
の
言
う
「
純
粋
な
関
係
性
（pure relationship

）」
に
接
近
し
て
い

く
と
述
べ
る
。
純
粋
な
関
係
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
再
帰
的
に
自
己
を
形
づ
く
り
維
持
し
て
い
る
個
々
人
が
交
差
し
、
そ
の
時
々
に
、
そ

の
場
そ
の
場
で
形
づ
く
る
関
係
性
で
あ
る
（Giddens 1991: 88-98=2005: 97-110

）。
そ
の
特
徴
を
い
く
つ
か
ま
と
め
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
そ
れ
は
、
伝
統
の
よ
う
な
外
的
規
準
に
は
依
拠
せ
ず
、
そ
の
関
係
性
が
与
え
て
く
れ
る
も
の
の
み
に
依
拠
し
て
、
つ
ま
り

ま
さ
し
く
そ
れ
自
体
の
た
め
に
の
み
存
立
す
る
関
係
性
で
あ
る
。
純
粋
な
関
係
性
が
「
純
粋
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
原
則
と

し
て
外
部
か
ら
の
干
渉
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
関
係
そ
れ
自
体
に
準
拠
し
て
、
ギ
デ
ン
ズ
の
言
葉
で

言
え
ば
「
内
的
準
拠
」
を
通
じ
て
成
立
す
る
関
係
性
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
に
、
純
粋
な
関
係
性
を
維
持
さ
せ
る
相

互
の
信
頼
は
、
は
じ
め
か
ら
与
え
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
伝
統
的
規
範
の
よ
う
な
外
部
の
規
準
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
、
そ
う
し
た
所

与
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
お
互
い
の
関
係
性
の
な
か
で
培
わ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
再
帰

的
に
自
己
を
紡
ぎ
出
し
て
い
る
個
々
人
が
、
関
係
性
の
あ
り
方
を
も
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
こ
と
を
通
じ
て
た
え
ず
再
帰
的
に
産
出
さ

れ
維
持
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
三
に
、
純
粋
な
関
係
性
は
、
そ
れ
を
形
づ
く
る
個
々
人
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に

の
み
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
そ
の
関
係
性
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
と
関
係
性
を

維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
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こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
純
粋
な
関
係
性
に
は
不
安
定
性
が
常
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
ギ
デ

ン
ズ
は
、
純
粋
な
関
係
性
は
、
対
等
か
つ
公
平
な
関
係
の
構
築
を
具
現
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
対
人
関
係
や
私
的
生
活
の
「
民
主

化
」
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
は
社
会
全
体
の
民
主
化
と
も
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
（Giddens 1992: 195-6=1995: 

286-8

）。
後
で
述
べ
る
ラ
イ
フ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
め
ぐ
る
議
論
と
も
関
連
す
る
が
、
ギ
デ
ン
ズ
に
は
、
高
度
近
代
に
お
け
る
個
々

人
の
主
体
的
か
つ
能
動
的
な
活
動
に
関
し
て
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
描
写
を
展
開
し
つ
つ
も
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
は
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
展
望
を
提
示
す
る
傾
向
が
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
純
粋
な
関
係
性
が
、
流
動
性
を
帯
び
つ
つ
も
維
持
さ
れ
て
い
き
、
結
果
と
し
て
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
的
と
も
呼

び
う
る
様
相
を
呈
し
始
め
る
時
、
そ
れ
は
、
関
係
性
の
な
か
に
あ
る
双
方
に
と
っ
て
存
在
論
的
安
心
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
の
で

あ
る
。

Ⅲ　

ハ
イ
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
存
在
論
的
不
安

　

以
上
で
、
高
度
近
代
に
お
け
る
二
つ
の
種
類
の
存
在
論
的
安
心
の
維
持
の
方
途
、
つ
ま
り
、
一
方
で
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
、
他
方
で

純
粋
な
関
係
性
を
通
じ
て
の
存
在
論
的
安
心
の
維
持
の
あ
り
方
に
つ
い
て
整
理
し
て
き
た
。
た
だ
容
易
に
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ

う
し
た
維
持
の
営
み
に
は
、
様
々
な
綻
び
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
存
在
論
的
不
安
の
水
位
が
上
昇
す
る
可
能
性

が
常
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
た
ま
た
ま
そ
う
な
る
時
も
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
高
度
近
代
に
特
徴
的
な
二
つ
の
方
途

に
構
造
的
に
孕
ま
れ
て
い
る
不
安
定
性
に
よ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

以
下
で
は
ま
ず
、
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
存
在
論
的
安
心
維
持
の
不
安
定
性
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
き
た
い
。
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１　

抽
象
的
シ
ス
テ
ム
の
綻
び
と
「
経
験
の
隔
離
」

　

先
に
、
高
度
近
代
化
の
進
展
は
、
伝
統
の
位
置
を
、
い
わ
ば
社
会
の
外
部
に
あ
る
安
定
し
た
規
準
か
ら
多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

の
内
の
ひ
と
つ
の
選
択
肢
に
す
ぎ
な
い
も
の
へ
と
変
貌
さ
せ
た
と
述
べ
た
。
た
だ
こ
の
こ
と
は
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
に
つ
い

て
も
あ
て
は
ま
る
。
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
は
複
雑
に
分
化
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ
の
一
部
で
あ
る
専
門
知
識
の
シ
ス
テ
ム
も
同
様

で
あ
る
。
そ
の
た
め
ひ
と
つ
の
問
題
へ
の
対
処
に
際
し
て
も
、
異
な
る
複
数
の
シ
ス
テ
ム
が
競
合
し
た
り
、
シ
ス
テ
ム
ど
う
し
が
食

い
違
っ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
が
起
こ
る
。
ギ
デ
ン
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
日
々
の
生
活
の
大
部
分
に
浸
透
し
て
い
る
抽

象
的
シ
ス
テ
ム
は
通
常
、
行
動
の
た
め
の
固
定
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
処
方
箋
を
提
供
し
て
く
れ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
複

数
の
可
能
性
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
」（Giddens 1991: 93=2005: 84

）。
個
々
人
は
、
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
に
依
拠
し
つ
つ
も
、
実

際
に
ど
う
す
る
か
、
ま
た
、
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
場
面
で
複
数
の
選
択
肢
に
直
面
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

　

そ
し
て
こ
う
し
た
こ
と
は
高
度
近
代
社
会
に
生
き
る
あ
ら
ゆ
る
者
の
問
題
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
ひ
と
つ
の
領
域
に
専
門

的
に
通
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
分
化
し
た
他
の
大
部
分
の
領
域
に
関
し
て
は
、
た
だ
の
素
人
で
あ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
の
ほ
う
が
む
し

ろ
普
通
で
あ
る
。
ギ
デ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、「
複
数
の
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
近
代
の
社
会
生
活
の
多
様
な
側

面
の
ほ
ん
の
小
さ
な
一
部
分
を
越
え
出
て
も
、
な
お
専
門
家
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
人
間
な
ど
、
ど
こ
に
も
い
な

い
」（Giddens 1991: 22=2005: 24

）。
言
い
換
え
れ
ば
、
複
雑
に
分
化
し
た
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
の
全
容
を
把
握
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
こ
と
な
ど
、
誰
に
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
こ
う
し
た
複
数
の
選
択
肢
に
、
ひ
と
は
、
最
終
的
に
は
ひ
と
り
の
個

人
と
し
て
対
峙
し
て
い
く
し
か
な
い
。「
伝
統
や
確
立
さ
れ
た
習
慣
は
、
比
較
的
固
定
さ
れ
た
回
路
の
内
で
生
活
を
秩
序
づ
け
る
。

そ
れ
に
対
し
て
モ
ダ
ニ
テ
ィ
は
、
個
人
を
複
雑
で
多
様
な
選
択
に
直
面
さ
せ
る
と
同
時
に
、
ど
の
選
択
肢
が
選
ば
れ
る
べ
き
か
に
つ

い
て
は
ほ
と
ん
ど
何
の
助
言
も
与
え
て
く
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
モ
ダ
ニ
テ
ィ
そ
れ
自
体
が
根
拠
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」

（Giddens 1991: 80=2005: 89

）。
人
々
は
、
こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
「
選
択
す
る
こ
と
」
を
い
わ
ば
強
い
ら
れ
て
い
く
。
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と
は
い
え
も
ち
ろ
ん
、
日
々
の
生
活
の
多
く
の
場
面
で
、
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
が
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
化
さ
れ
た
状
態
を
生
み
出
し
存
在

論
的
安
心
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
上
述
の
よ
う
に
、
常
に
盤
石
の
も
の
で

は
な
い
。
ギ
デ
ン
ズ
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
不
安
定
性
を
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
が
胚
胎
す
る
こ
と
の
根
本
的
な
要
因
を
、
先
の
引

用
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
モ
ダ
ニ
テ
ィ
が
「
根
拠
」
を
も
た
な
い
、「
根
本
的
懐
疑
」
を
基
本
原
理
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点

に
見
い
だ
し
て
い
る
。
高
度
近
代
で
は
根
本
的
懐
疑
の
原
理
は
制
度
化
さ
れ
、
さ
ら
に
徹
底
化
さ
れ
て
い
る
。「
近
代
的
な
批
判
的

理
性
の
主
な
特
徴
を
な
す
懐
疑
（doubt

）
は
、
哲
学
的
意
識
と
同
じ
く
日
常
生
活
に
も
浸
透
し
て
お
り
、
現
代
の
社
会
的
世
界
の

一
般
的
な
実
存
的
次
元
を
形
づ
く
っ
て
い
る
」（Giddens 1991: 3=2005: 3

）。
先
に
見
た
よ
う
に
、
再
帰
性
が
制
度
的
レ
ベ
ル
で
も

個
人
的
レ
ベ
ル
で
も
加
速
化
す
る
背
景
に
あ
る
の
も
、
こ
の
懐
疑
、
言
い
換
え
れ
ば
普
遍
的
な
根
拠
の
不
在
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
絶
対
的
な
根
拠
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
人
々
は
周
囲
か
ら
情
報
を
そ
の
つ
ど
収
集
し
、
た
え
ず
自
ら
を
更
新
し
て
い
く
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
ギ
デ
ン
ズ
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
「
道
徳
性
（m

orality

）」
の
消
失
を
招
く
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
ギ
デ
ン
ズ
が
言
う

「
道
徳
」
と
は
、
生
に
意
味
を
付
与
し
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
こ
れ
が
生
に
と
っ
て
良
い
こ
と
か
良
く
な
い
こ
と
か
を
示
し
て
く
れ
る

原
理
、
つ
ま
り
根
本
的
な
次
元
で
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
指
し
示
し
て
く
れ
る
よ
う
な
原
理
と
理
解
し
て
お
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

高
度
近
代
に
至
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
原
理
が
消
失
し
、
代
わ
っ
て
、
た
え
ず
再
帰
的
に
意
味
や
判
断
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
よ
う
な
状
況
が
現
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
時
と
し
て
あ
る
種
の
虚
無
感
を
招
き
寄
せ
る
。「
個
人
の
無
意
味
感

（personal m
eaninglessness

）
―
―
生
き
る
こ
と
に
は
何
の
価
値
も
な
い
と
い
う
感
情
―
―
は
、
後
期
近
代
の
状
況
下
で
根
本
的

な
心
的
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
私
達
は
こ
の
現
象
を
、
日
々
の
生
活
が
提
起
し
、
し
か
し
答
え
を
拒
ま
れ
て
い
る
道
徳
的
な
問
題

の
抑
圧
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
」（Giddens 1991: 9=2005: 9

）。
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
に
準
拠
し
つ
つ
再
帰
的
に
形
づ
く
ら
れ
る

生
活
が
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
的
に
営
ま
れ
て
い
れ
ば
、
そ
こ
に
は
安
心
感
が
生
ま
れ
る
。
た
だ
再
帰
性
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
普
遍
的
な
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根
拠
の
不
在
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
で
は
先
の
「
道
徳
的
な
問
題
」
は
「
抑
圧
」
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
「
括
弧

に
入
れ
ら
れ
」、
放
置
さ
れ
、
先
送
り
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
的
な
営
み
が
持
続
す
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
そ
の

場
合
で
も
「
安
心
感
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
ま
さ
し
く
そ
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
道
徳
的
な
意
味
を
欠
い
て
お

り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
『
空
虚
な
』
営
み
と
し
て
経
験
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
ま
た
別
の
場
合
に
は
、
ひ
と
を
打
ち
の
め
す
も

の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
」（Giddens 1991: 167=2005: 189

）。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
高
度
近
代
で
は
、
少
な
く
と
も
制
度
的
次
元
で
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
な
問
題
は
む
し
ろ
回
避
さ
れ
る
（
た
と

え
真
正
面
か
ら
対
峙
し
た
と
し
て
も
答
え
を
出
す
こ
と
が
そ
も
そ
も
構
造
的
に
で
き
な
い
が
故
に
）
傾
向
に
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
抽
象
的

シ
ス
テ
ム
に
準
拠
す
る
再
帰
的
な
営
み
が
円
滑
に
進
行
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
道
徳
的
な
問
題
は
制
度
的
に
抑
圧
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
動
き
を
攪
乱
す
る
よ
う
な
外
的
要
因
は
、
組
織
的
に
日
常
生
活
か
ら
分

離
さ
れ
、
隔
離
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
病
気
、
狂
気
、
犯
罪
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
死
と
い
っ
た
経
験
と
の
接
触
が
極
力
回
避
さ

れ
（
た
と
え
ば
死
が
病
院
に
隔
離
さ
れ
る
よ
う
に
、
空
間
的
に
封
じ
込
め
る
こ
と
を
通
じ
て
）、
通
常
の
生
活
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
が
そ
れ
ら

か
ら
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
な
形
が
制
度
的
に
つ
く
ら
れ
る
。
ギ
デ
ン
ズ
は
こ
う
し
た
制
度
的
抑
圧
を
「
経
験
の
隔
離
」
と
呼
ん
で

い
る
（Giddens 1991: 144-180=2005: 163-204
）。
こ
の
よ
う
な
隔
離
に
よ
っ
て
、
存
在
論
的
不
安
の
水
位
を
上
昇
さ
せ
る
可
能
性

を
潜
在
的
に
有
す
る
実
存
的
問
題
を
喚
起
し
う
る
諸
事
象
が
、
社
会
生
活
の
舞
台
裏
へ
と
で
き
る
限
り
退
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
制
度
的
に
抑
圧
さ
れ
た
と
し
て
も
、
個
々
人
が
た
と
え
ば
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
的
に
は
対
処
で
き
な
い

よ
う
な
危
機
的
状
況
（
た
と
え
ば
死
別
や
暴
力
、
災
害
な
ど
の
経
験
）
に
個
人
的
に
陥
っ
た
場
合
な
ど
に
は
、
抑
圧
さ
れ
た
も
の
は
回

帰
し
、
道
徳
的
な
問
題
を
否
応
な
く
個
々
人
に
突
き
つ
け
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
時
、
個
人
は
、
存
在
論
的
不
安
に
対
し
て
ま
さ
に

個
人
的
に
対
処
し
て
い
く
し
か
な
い
。
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２　

ル
ー
テ
ィ
ー
ン
と
し
て
の
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン

　

さ
て
次
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
方
途
、
つ
ま
り
純
粋
な
関
係
性
を
通
じ
て
の
存
在
論
的
安
心
維
持
の
不
安
定
性
に
つ
い
て
整
理
し
て

い
く
。
前
節
で
見
た
、
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
の
存
在
論
的
安
心
の
維
持
の
綻
び
、
お
よ
び
そ
れ
を
補
う
「
経
験
の
隔
離
」
と

い
う
方
途
と
の
関
係
で
、
ギ
デ
ン
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
日
々
の
生
活
の
課
題
や
よ
り
長
期
的
な
生
活
設
計
を
実
存
的

な
問
題
と
結
び
つ
け
る
際
の
鍵
と
な
る
よ
う
な
経
験
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
自
己
の
再
帰
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
道
徳
が

欠
落
し
た
状
態
を
背
景
と
し
て
営
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
新
た
に
形
づ
く
ら
れ
て
く
る
純
粋
な
関
係
性
と

い
う
領
域
が
、
個
人
の
生
活
の
展
開
の
な
か
で
道
徳
的
な
報
い
を
得
ら
れ
る
環
境
を
生
み
出
す
領
域
と
し
て
重
荷
を
背
負
わ
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
と
し
て
も
、
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
」（Giddens 1991: 169=2005: 191

）。
言
い
換
え
れ
ば
、
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
を
通

じ
て
の
存
在
論
的
安
心
の
維
持
が
不
十
分
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
、
親
密
な
関
係
性
を
通
じ
て
個
人
に
道
徳

的
な
報
い
を
与
え
る
、
つ
ま
り
個
人
の
生
に
意
味
を
付
与
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
存
在
論
的
安
心
を
維
持
す
る
必
要
性
が
高
ま
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
純
粋
な
関
係
性
も
ま
た
、
そ
れ
自
体
と
し
て
本
質
的
に
不
安
定
性
を
胚
胎
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
高
度
近
代
で
の
親
密
な
関
係
性
は
、
伝
統
や
習
慣
の
よ
う
な
外
的
規
準
に
支
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の

関
係
性
を
形
成
す
る
当
事
者
が
、
関
係
や
自
己
の
あ
り
方
を
た
え
ず
再
帰
的
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
つ
つ
、
そ
の
場
そ
の
場
で
紡
ぎ
だ

し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
営
み
の
な
か
で
は
「
他
者
に
『
自
己
を
開
示
す
る
こ
と
』」
が
必
要
と
な
る
が
（Giddens 

1990: 143=1993: 178

）、
そ
の
こ
と
は
他
者
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
有
す
る
と
同
時
に
、
む
し
ろ
互
い

の
不
信
感
や
疑
い
を
強
め
て
し
ま
う
可
能
性
を
も
有
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
純
粋
な
関
係
性
に
お
い
て
安
心
感
と
不
安
感
は
常

に
背
中
合
わ
せ
の
状
態
に
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
も
先
に
見
た
よ
う
に
、
当
事
者
の
ど
ち
ら
か
が
関
係
性
に
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コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
え
ば
、
関
係
性
は
即
座
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
よ
う
な
不
安
定
性
が
あ
る
が
故
に
、
純
粋
な
関
係
性
は
時
と
し
て
ま
っ
た
く
逆
方
向
の
生
活
態
度
を
招
き
寄
せ
る
。
そ
れ
が
、

ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
嗜
癖
）
で
あ
る
。
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
ひ
と
を
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
習
慣
に
強
迫
性
を
帯
び
た
形

で
固
着
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
対
象
は
、
薬
物
や
ア
ル
コ
ー
ル
、
コ
ー
ヒ
ー
だ
け
で
な
く
仕
事
や
健
康
体
操
、
ス
ポ
ー

ツ
、
映
画
館
通
い
、
セ
ッ
ク
ス
、
愛
情
な
ど
に
及
ぶ
。
ま
た
、
拒
食
症
や
共
依
存
と
い
っ
た
状
態
も
、
あ
る
種
の
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン

に
基
づ
く
も
の
と
見
な
さ
れ
う
る
。
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
前
章
で
見
た
よ
う
な
、
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
が
提
示
し
て
く
る
複
数
の
選

択
肢
に
直
面
し
た
時
の
自
己
の
不
安
、
あ
る
い
は
自
己
や
関
係
を
た
え
ず
再
帰
的
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
つ
つ
純
粋
な
関
係
性
を
紡
ぐ

こ
と
が
孕
む
不
安
を
回
避
す
る
た
め
の
手
法
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
ひ
と
つ
の
固
定
さ
れ
た
ル
ー
テ
ィ
ー

ン
に
強
迫
的
に
執
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
選
択
肢
が
提
供
す
る
パ
タ
ー
ン
に
の
み
固
執
し
、
再
帰
的

に
自
己
や
関
係
の
あ
り
方
を
更
新
し
て
い
く
こ
と
を
拒
絶
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
強
迫
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
形
と
し
て
は
ル
ー

テ
ィ
ー
ン
化
さ
れ
た
生
活
を
実
現
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
存
在
論
的
不
安
を
抑
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

ま
た
共
依
存
の
よ
う
な
状
態
に
し
て
も
、
過
度
に
固
定
化
さ
れ
た
関
係
性
を
つ
く
り
そ
れ
に
固
執
す
る
こ
と
で
あ
る
種
の
ル
ー

テ
ィ
ー
ン
的
な
状
態
を
作
り
出
す
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
ギ
デ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
つ
な
が
り
は
「
純
粋

な
関
係
性
に
と
っ
て
不
可
欠
な
自
己
と
他
者
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
許
容
せ
ず
」、「
親
密
な
関
係
性
の
前
提
条
件
で
あ
る
、
他
者
に
自

己
を
開
示
す
る
こ
と
を
阻
み
」、「
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
他
者
の
な
か
か
、
あ
る
い
は
、
固
定
化
さ
れ
た
ル
ー
テ
ィ
ー
ン

の
な
か
に
没
入
さ
せ
」る
こ
と
で
、あ
る
種
の
存
在
論
的
安
心
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（Giddens 1991: 90=1995: 137

）。

　

こ
う
し
た
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
に
は
病
理
的
と
見
な
さ
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
仕
事
や
セ
ッ
ク
ス
を
め
ぐ
る
ア

デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
認
識
さ
れ
ず
単
な
る
習
慣
と
し
て
理
解
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
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も
の
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
自
体
、
反
復
を
特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ど
こ
か
ら
が
強
迫
的
な
も
の
と
言
え
る

の
か
、
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
言
え
る
の
か
の
境
界
も
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
む
し
ろ
多
く
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
は
、
多
か
れ
少
な

か
れ
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
性
質
を
有
し
て
い
る
と
理
解
す
る
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
視
点
か
ら
見
る
と
、
伝
統
的
な
営
み
も
、
過
去
の
パ
タ
ー
ン
に
固
着
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
と

言
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
伝
統
的
な
営
み
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
「
道
徳
性
」
を
付
与
し
、
生
の
意
味
を
与
え
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
単
な
る
空
虚
な
反
復
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
生
の
意
味
が
付
与
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
ギ
デ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、「
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
伝
統
が
有
す
る
よ
う
な
『
真
理
』
と
の
結
び
つ
き
を
失
っ
て
し
ま
っ
た

反
復
行
動
と
し
て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
」（Giddens 1994: 71=1997: 134

）。
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
む
し
ろ
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン

に
固
執
し
続
け
る
こ
と
で
、
実
存
的
な
問
い
、
ま
た
そ
れ
に
伴
う
存
在
論
的
不
安
に
対
峙
す
る
こ
と
を
と
り
あ
え
ず
先
送
り
し
て
い

く
た
め
の
、
一
種
の
技
法
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

３　

存
在
論
的
不
安
と
ラ
イ
フ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

　

さ
て
以
上
で
、
一
方
で
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
、
他
方
で
純
粋
な
関
係
性
を
通
じ
て
の
存
在
論
的
安
心
の
維
持
が
不
安
定
な
も
の
で
あ

り
、
存
在
論
的
不
安
の
水
位
が
上
昇
す
る
可
能
性
が
そ
こ
に
常
に
孕
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
。

　

最
後
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ハ
イ
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
で
の
存
在
論
的
不
安
を
め
ぐ
る
現
状
が
こ
う
し
た
様
相
を
呈
す
る
と
し

て
、
そ
こ
か
ら
ギ
デ
ン
ズ
自
身
が
、
将
来
に
向
け
て
の
ど
の
よ
う
な
展
望
を
導
き
出
し
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
に
、
ギ
デ

ン
ズ
に
は
、
高
度
近
代
に
つ
い
て
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
描
写
を
展
開
し
つ
つ
も
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
は
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
展
望
を
提
示
す
る
傾
向
が
あ
る
、
と
述
べ
た
。
こ
こ
で
も
同
じ
こ
と
を
言
い
う
る
。
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
「
ラ
イ
フ
・
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
（
生
活
政
治
）」
と
い
う
ギ
デ
ン
ズ
の
概
念
の
含
む
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
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ま
ず
ラ
イ
フ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
は
、
従
来
の
搾
取
、
不
平
等
、
抑
圧
か
ら
の
自
由
を
求
め
る
「
解
放
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
に
対
置

さ
れ
る
、
新
し
い
政
治
的
な
営
み
を
指
し
示
す
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
ラ
イ
フ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

は
、「
経
験
の
隔
離
」
に
よ
っ
て
制
度
的
に
抑
圧
さ
れ
て
き
た
領
域
を
再
専
有
し
、
実
存
的
あ
る
い
は
道
徳
的
な
次
元
に
立
ち
返
っ

て
自
ら
の
生
き
方
を
再
考
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
自
ら
の
あ
り
方
、
ま
た
さ
ら
に
は
社
会
の
あ
り
方
を
変
え
て
い
こ
う
と
す
る
政
治
的

な
営
み
で
あ
る
。
そ
の
対
象
領
域
は
、
た
と
え
ば
環
境
問
題
、
生
命
倫
理
に
関
わ
る
問
題
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
わ
る
問
題
な
ど
多
岐

に
わ
た
る
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
生
じ
て
い
る
問
題
も
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
く
る
。
ギ
デ
ン
ズ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
ラ
イ

フ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
は
、
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
中
核
的
な
制
度
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
き
た
ま
さ
し
く
道
徳
的
な
、
ま
た
実
存
的
な
問
題

を
再
び
際
立
た
せ
る
」
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
社
会
生
活
の
再
道
徳
化
」
を
求
め
、「
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
諸
制
度
が
組
織
的
に
消
滅
さ

せ
て
き
た
諸
問
題
へ
の
新
た
な
感
受
性
を
要
求
す
る
」（Giddens 1991: 223-4=2005: 253-4

）。
ラ
イ
フ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
は
「
ポ

ス
ト
伝
統
的
秩
序
に
お
い
て
、
ま
た
実
存
的
な
問
題
の
背
景
の
も
と
に
、『
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
』
に
関
わ
る
倫
理
を
発
展
さ
せ

る
」
も
の
で
あ
る
（Giddens 1991: 215=2005: 243

）。

　

存
在
論
的
不
安
の
概
念
に
ひ
き
つ
け
て
言
え
ば
、
こ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
個
々
人
が
存
在
論
的
不
安
に
正
面
か
ら
対
峙
し
、
そ
れ
を
呼
び
起
こ
す
領
域
へ
と
む
し
ろ
能
動
的
に
関
与
し
、
そ
れ
ら
を

再
専
有
し
て
い
く
こ
と
を
通
じ
て
、
不
安
が
個
人
の
あ
り
方
、
さ
ら
に
は
社
会
の
あ
り
方
を
変
革
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
と
変
換
さ
れ

て
い
く
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
動
き
が
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
高
度
化
に
応
じ
て
あ
ち
こ
ち
で
生
じ
始
め
る
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
ラ
イ
フ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
担
い
手
と
な
る
能
動
的
な
主
体
と
し
て
の
人
間
が
、
社
会
と
い
う
舞
台

の
上
に
再
び
現
れ
て
く
る
と
い
う
見
通
し
が
ギ
デ
ン
ズ
に
は
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
の
表
現
が
相
応

し
い
こ
と
は
、
や
は
り
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

　

さ
て
以
下
で
は
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
も
い
く
つ
か
ふ
れ
て
き
た
が
、
ギ
デ
ン
ズ
の
議
論
の
な
か
で
も
特
に
問
題
と
な
る

点
に
つ
い
て
、
二
点
の
み
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ら
は
今
後
、
ギ
デ
ン
ズ
の
議
論
を
基
礎
と
し
て
展
開
さ
れ
る
べ
き
「
不
安
の

社
会
学
」
の
理
論
的
構
図
を
描
く
た
め
の
覚
え
書
き
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
不
安
と
い
う
感
覚
の
普
遍
性
と
社
会
性
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
不
安
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
そ
れ
が
人
間
存
在
の
普

遍
的
特
性
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
そ
れ
は
特
定
の
社
会
的
・
歴
史
的
状
況
を
背
景
と
し
て
醸
成
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
と
す
る
理
解
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
ギ
デ
ン
ズ
の
議
論
で
も
、
一
九
八
〇
年
代
以
前
の
議
論
か
ら
一
九
九

〇
年
代
以
降
の
議
論
の
質
的
変
化
と
い
う
形
で
現
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
普
遍
性
と
社
会
性
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
合
わ
せ
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
点

で
ギ
デ
ン
ズ
の
議
論
が
巧
妙
で
あ
る
の
は
、
不
安
の
本
質
（
た
と
え
ば
そ
れ
が
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
と
い
っ
た

議
論
）
に
は
ほ
と
ん
ど
踏
み
込
ま
ず
、
む
し
ろ
不
安
を
「
存
在
論
的
安
心
が
揺
ら
い
だ
心
的
状
態
」
と
捉
え
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
存
在
論
的
安
心
を
揺
る
が
す
様
々
な
要
因
と
い
う
形
で
、
社
会
的
・
歴
史
的
な
諸
要
因
を
、
不
安
を
め
ぐ
る
考
察

に
接
続
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

　

ギ
デ
ン
ズ
の
議
論
に
以
上
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
や
は
り
不
安
の
本
質
を
め
ぐ
る
議
論
に
社
会
理
論
か
ら

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
考
慮
し
た
い
。
ギ
デ
ン
ズ
の
議
論
の
場
合
、
不
安
の
本
質
に
つ
い
て
は
エ
リ
ク
ソ
ン
や
ウ
ィ

ニ
コ
ッ
ト
な
ど
心
理
学
者
・
精
神
医
学
者
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
な
ど
哲
学
者
な
ど
の
議
論
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
す
る
よ
う
な

形
で
引
用
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
議
論
を
進
め
て
い
く
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
一
方
で
、
近
年
の
心
理
学
、
精

神
医
学
や
哲
学
に
お
け
る
新
し
い
展
開
、
他
方
で
近
年
の
社
会
理
論
の
展
開
を
ふ
ま
え
て
、
両
者
の
接
合
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
不
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安
の
本
質
に
つ
い
て
の
議
論
を
展
開
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

さ
ら
に
第
二
に
、
ギ
デ
ン
ズ
の
理
論
の
時
代
的
制
約
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ギ
デ
ン
ズ
が
社
会
理
論
的
な
議
論
を
集
中
的
に
展
開

し
た
の
は
一
九
九
〇
年
代
半
ば
ぐ
ら
い
ま
で
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
ギ
デ
ン
ズ
の
議
論
は
社
会
政
策
的
な
議
論
、
と
り
わ
け
イ
ギ
リ

ス
の
ト
ニ
ー
・
ブ
レ
ア
政
権
の
政
策
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
「
第
三
の
道
」
を
め
ぐ
る
議
論
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
く

（Giddens 1998=1999

）。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
の
社
会
状
況
を
、
少
な
く
と
も
本
稿
で
見
た
ギ
デ
ン
ズ
の
理

論
は
ふ
ま
え
た
も
の
で
は
な
い
。

　

ラ
イ
フ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
め
ぐ
る
議
論
に
し
て
も
、
そ
の
対
象
が
、
た
と
え
ば
死
や
暴
力
が
剥
き
出
し
の
ま
ま
迫
っ
て
く
る
よ

う
な
実
存
的
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
環
境
や
生
命
倫
理
な
ど
対
処
可
能
な
問
題
へ
と
微
妙
な
読
み
換
え
が
な
さ
れ
た
う
え
で
、

そ
の
担
い
手
と
し
て
、
周
囲
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
つ
つ
理
性
的
に
自
己
の
言
動
・
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
能
動
的
な
主
体
が
前

提
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
電
子
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
展
開
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
さ
ら
な
る
進
展
は
、
と
り
わ
け
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、

新
自
由
主
義
的
な
政
治
的
・
経
済
的
構
想
の
浸
透
と
相
ま
っ
て
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
能
動
的
主
体
を
前
提
と
で
き
る
の
か
ど
う
か
、

問
わ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
を
生
み
出
し
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
ラ
イ
フ
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
担
い
手
で
あ
る
能
動
的
主

体
と
な
る
た
め
の
「
前
提
条
件
」
が
構
造
的
に
満
た
さ
れ
な
く
な
り
、
む
し
ろ
、
格
差
や
貧
困
と
い
っ
た
社
会
的
に
生
み
出
さ
れ
る

苦
境
が
、
個
人
の
責
任
と
さ
れ
、
個
人
の
自
己
決
定
の
結
果
と
し
て
処
理
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
個
人
が
主
体

と
な
っ
て
社
会
に
は
た
ら
き
か
け
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
個
人
が
主
体
で
あ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
構
造
的
に
生
み
出
さ
れ
る

問
題
を
個
人
的
に
解
決
し
て
い
く
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
よ
う
な
「
個
人
化
」
の
過
程
が
進
行
し
て
い
く
。
先
に
も
ふ
れ
た
ジ
グ
ム
ン

ト
・
バ
ウ
マ
ン
の
「
液
状
不
安
」
論
は
、
む
し
ろ
二
一
世
紀
以
降
の
こ
う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え
た
「
不
安
の
社
会
学
」
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
バ
ウ
マ
ン
の
議
論
は
ギ
デ
ン
ズ
の
議
論
と
対
立
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
む
し
ろ
両
者
の
議
論
は
相
互
補
完
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「存在論的不安」再考

的
な
関
係
に
あ
り
、
両
者
を
接
続
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
総
合
的
な
視
野
を
開
く
可
能
性
が
生
ま
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　

以
上
、
二
つ
の
課
題
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
不
安
の
社
会
学
」
の
理
論
的
構
図
を
構
想
す
る
う
え
で
、

ギ
デ
ン
ズ
の
議
論
が
中
心
的
役
割
を
担
う
理
論
的
基
盤
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
こ
と
を
最
後
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
1
）　
「
存
在
論
的
不
安
」
概
念
の
「
不
安
」
の
原
語
は
、anxiety

で
は
な
くinsecurity

で
あ
る
。insecurity 

に
は
不
安
と
い
う
語
義

と
と
も
に
、
不
安
定
さ
、
不
確
か
さ
、
危
う
さ
と
い
っ
た
意
味
も
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
ギ

デ
ン
ズ
も
参
照
し
て
い
る
Ｒ
・
Ｄ
・
レ
イ
ン
の
『
ひ
き
裂
か
れ
た
自
己
』
の
邦
訳
で
は
、ontological insecurity

は
、「
存
在
論
的
な

不
安
定
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
（Laing 1960=1971: 47

）。

（
2
）　

バ
ウ
マ
ン
の
「
不
安
の
社
会
学
」
に
つ
い
て
は
、（
澤
井
、
二
〇
一
三
）
を
参
照
。

（
3
）　

文
中
で
引
用
す
る
訳
文
は
、
訳
書
の
も
の
と
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
以
下
同
様
。
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