
解

題

西

部

忠

本
書
は
､
ハ
イ
エ
ク
の
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
･
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
方
法
論
と
哲
学
の
変
遷
を
､
批
判
的
実
在
論
の
見
地
か
ら
主
題
的
に
論
じ

た
研
究
書
で
あ
る
｡
批
判
的
実
在
論
に
つ
い
て
は
'
す
で
に
そ
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
ト
ニ
ー
･
ロ
ー
ソ
ン
の
主
著

(T
ony
L
a
wson}

E
c
ono
m
ics
and
R
eality
.L
ondon:R
outtedge.1997
)･
が

『経
済
学
と
実
在
』
(八
木
紀

1
郎
監
訳
/
江
頭
進

･
葛
城
政
明
訳
､
日
本

評
論
社
､
二
〇
〇
三
年
)
と
し
て
邦
訳
刊
行
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
､
そ
の
認
知
度
が
し
だ
い
に
高
ま
っ
て
き
て
い
る
｡
本
書
は
'
批
判

的
実
在
論
に
基
づ
-
研
究
書
と
し
て
日
本
で
二
番
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
'
原
著
書
の
刊
行
で
は
ロ
ー
ソ
ン
の
著
書
に
先
行
し
て
い

る
｡
ま
た
'
本
書
は
､
ハ
イ
エ
ク
の
社
会
経
済
学
の
発
展
を
､
そ
れ
を
根
底
で
支
え
る
哲
学
の
変
遷
と
し
て
跡
づ
け
る
と
い
う
経
済
思

想
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
い
る
の
で
'
読
者
は
､
本
書
に
よ
っ
て
､
批
判
的
実
在
論
が
実
際
の
学
問
研
究
に
お
い
て
い
か
に
活

用
さ
れ
う
る
の
か
を
よ
り
具
体
的
に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

本
書
に
つ
い
て
は
､
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
経
済
学
者
で
あ
る
カ
レ
ン
･
ヴ
オ
ー
ン

(K
arenV
a
u
g
h
n
)
が
'
『
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク

･

ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
(E
conom
ic
Jo
Lm
lal,V
ot.
)07
,
N
o
1
44
3.
)997
)
に
か
な
-
好
意
的
な
書
評
を
書
い
て
い
る
｡
ま
た
､
も
う

一
人
の

有
力
な
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
経
済
学
者
ノ
ー
マ
ン
･
バ
リ

ー
(N
orm
an
Barry)
の

『イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト

･
レ
ビ
ュ
ー
A
(T
he
In･
289

d
ep
end
en
tReview
,V
ot.
2
,
N
o
.
2
.
19
97
)
に
載
っ
た
書
評
は
､
い
-
ら
か
の
批
判
を
含
む
と
は
い
え
､
基
本
的
に
好
意
的
な
も
の
で



あ
る
｡

な
お
､
本
書
は

一
九
九
八
年
グ
ン
ナ
-
･
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
賞
を
受
賞
し
た
｡
こ
れ
は
､
欧
州
進
化
政
治
経
済
学
会

(E
urop
ean
A
ss?

ciatio
n
of
E
v
o
tutio
n
ary
P
o
liticat
E
co
nom
y
)
に
よ
り
そ
の
年
の
最
優
秀
図
書
に
贈
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

290

一

著
者
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

著
者
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ

･
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
は
､

一
九
五
五
年
リ
ヴ
ア
プ
ー
ル
に
生
ま
れ
た
｡
二
〇
代
に
自
転
車
レ
ー
サ
ー
に
な
る
道

を
選
び
､

一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
冬
に
生
活
費
を
稼
ぎ
な
が
ら
夏
に
ア
マ
チ
ュ
ア
と
セ
ミ
プ
ロ
と
し
て
試
合
に
出
場
す
る
と
い
う
生

活
を
続
け
'

1
九
八
二
～
八
七
年
に
は
プ
ロ
と
し
て
英
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
レ
ー
ス
の
第

1
線
で
活
躍
､
そ
の
後
'
自
転
車
レ
ー
サ
ー

を
引
退
し
て
か
ら
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
世
界
に
転
身
し
た
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
経
歴
を
も
つ
｡
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
経
済
学
部
で
ト
ニ

ー

･
ロ
ー
ソ
ン
の
指
導
を
受
け
､
本
書
へ
と
発
展
し
た
博
士
論
文
に
よ
っ
て
一
九
九
三
年
に
博
士
号
を
取
得
し
た
｡
そ
の
後
'
ド
ゥ
･

モ
ン
フ
オ
ー
ト
大
学
講
師
を
経
て
'

一
九
九
九
年
よ
り
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
大
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ス
ク
ー
ル
組
織
労
働
技
術
学
部
で
上
級
講

価

(s
en
io
r
L
ecturer)
を
務
め
て
い
る
｡
な
お
'
英
国
に
お
け
る
上
級
講
師
と
は
米
国
の
assistant
professor
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
の

で
､
日
本
で
な
ら
助
教
授
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
｡

フ
リ
ー
ー
ウ
ッ
ド
の
主
要
な
著
作
を
紹
介
す
る
と
､
単
著
で
あ
る
本
書
の
ほ
か
､
単
編
著
と
し
て
､

S
.
F
teetw
oo
d
(ed
.).
C
Z･itica
l
R
ea
lism
in
E
con
om
.icsJ
D
evelop
m
en
t
an
d
D
eba
te
,
L
ond
on
:
R
outtedge,
199
9

ま
た
､
共
編
著
と
し
て
､

S
.
F
leetw
oo
d
and
S
.
A
ckroy
d
(ed
s)
.
C
ri
tical
R
ea
list
A
pp
lica
tio
ns
in
O
r

ga
m
'sa
tion
and
M
anag
em
en
t
S
tud
ies
.
L
o
nd
on
:

R
o
utled
ge
.
20
04

S
.
F
teetw
o
od
.
A
.
B
row
n
.
and
J.
R
ob
erts
(ed
s),
C
7･itica
l
R
ea
lism
an
d
M
a
f･X
ism
.
L
on
don
:
R
outledge,
200
2

S
.
F
leetw
o
od
and
S
.
A
ckro
yd
(ed
s)
.
R
ea
list
P
ef･SP
eCtives
on
O
rg
am
.sa
Tion
and
M
anag
em
en
t.
L
ondon
:
R
outledge,
2000

の
計
四
冊
を
刊
行
し
て
い
る
｡
ま
た
､
以
下
の
よ
う
な
レ
フ
ェ
リ
ー
付
ジ
ャ
ー
ナ
ル
論
文
が
あ
る
｡

'A
n
E
v

aluation
o
f
C
a
us
al

H
o
h
s
m

'
,
C

am
b
T･i
d
g
e

J
o
u

m

alof
Ecof
W
l)
u
+C
S,
Vo
1.
2
6
,
N

o

.
I
(2
0
0
2
)
,
p
p
.2
7･

45

･C

aus

a
t

Law
s
.
F
u
n
ction
al

R
e
ta
tion

s

a

n
d

T
en
d
e

n
c.iqg
s
,.

Rev
ie

wo
f

P
o
l
i
tic

alE
cof
W

m

y

,

V
o

1

.

1
3
,
No
.
2

(2
0

01

)
,

p
p
.2
0
1･2
2

0

'C
o
ncep
tu
atisin
g
U
n
em
p
toy
m
en
t
in
a
P
eri
od
of
A
typ
ical
E
m
p
toym
ent:
A
C
ri
ti
cat
R
ealist
A
n
aty
sis.
T
R
eVie～
Of
S
ocia
l
E
co
･

n
onu.cs
.
v
o
t.
L
tX
,
N
o
.
)
(200
))
,
pp
.
2
1)･2
20
.
repri
nted
in
P
.
D
o
w
n
w
ard
(ed
.),
A
pp
lied
E
cono
m
ics
and
th
e
C
7･itica
l

R
ea
list
C
J･itiq
lLe
,
L
o
n
d
o
n
:
R
o
utted
ge,
20
0
3

'Wh

at
Ki
n
d
o
fT
h

eo
ry
is
M
arx
.s
L
ab
o
urT
h

eory
of
V
atue?
A
C
ri
ticat
R
ealist
tnq
uiry
..
C
ap
ita
l
&
C
lass
,
tssu
e
7
3
(200
)),

pp
.
4
1-
7
7
,
rep
n
nted
in
A
.
B
ro
w
n
,
S
.
F
teetw
ood
,
and
J.
R
ob
erts,
C
ritica
l
R
ea
lism
and
M
a
ll
iJm
,
L
o
ndon
:
R
outled
ge
一

KTXO
遡

'T
h
e
h
adeq
u
acy
of
M
ai
n
stream
T

h

eo
ri
es
of
T

r

ade
U
nion
s',
L
a
bo
LL7･,
V
ot.
)3
.
N
o
.
2
()999
),
p
p
.
44
5･
80
.

{ju
sto
tle.s
P
o

titicat
E
co
no
m
y
in
th
e
2
1st
C
entury
..
C
a
m
b
ridg
e
Jo
Lm
ta
l
of
E
cofW
"u.CS.
V
o
t.
2
1.
N
o
.
6
()99
7
),
p
p
.7

29
･44

.0
rder
W
ith
o
ut
E
q
u
ilib
ri
u
m
:
A
C
ri
tical
R
eatist
lnterp
retati
o
n
of
H
ayek
's
N
otion
of
Sp
o
ntaneou
s
O
rder',
C
a
m
b
t･idg
e
Jo
ur･

na
l
of
E
co7W
nuJCS.
V
o
1.
20
.
N
o
.
6
(199
6
).
p
p
7
29
･4
7
.

日
本
語
版
へ
の
序
文
に
も
あ
る
よ
う
に
､
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
の
知
的
関
心
は
'
現
在
'
労
働

二
雇
用
問
題
に
あ
り
､
制
度
派
や
新
古

典
派
に
取
っ
て
替
わ
り
う
る
よ
う
な
､
労
働
市
場
の
制
度
論
的
説
明
を
非
実
証
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
る
｡
労

働
経
済
学
'
労
働
の
社
会
学
､
産
業
雇
用
関
係
､
組
織
分
析
'
人
的
資
源
経
営
と
い
っ
た
各
分
野
間
の
垣
根
を
取
り
払
う
学
際
的
研
究



を
進
め
る
こ
と
で
､
労
働
雇
用
研
究
を
統

一
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
｡

二

本
書
の
特
徴

本
書
の
特
徴
は
､

吊

ハ
イ
エ
ク
哲
学
の
転
換

(三
期
に
及
ぶ
)
に
よ
る
社
会
経
済
秩
序
像
の
発
展
の
解
明

伺

知
識

･
無
知
と
ル
ー
ル
の
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
と
相
互
関
連
に
関
す
る
深
い
洞
察

刷
批
判
的
実
在
論
哲
学
の
ハ
イ
エ
ク
研
究
へ
の
適
用

の
三
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
以
下
'
順
番
に
解
説
す
る
こ
と
と
し
た
い
0

吊

ハ
イ
エ
ク
哲
学
の
転
換

(三
期
に
及
ぶ
)
に
よ
る
社
会
経
済
秩
序
像
の
発
展
の
解
明

本
書
は
'
ハ
イ
エ
ク
の
著
作
を
三
期
に
分
け
､
経
済
学
'
法
学
'
政
治
学
､
社
会
学
､
心
理
学
な
ど
社
会

･
人
文
科
学
の
諸
分
野
に

ま
た
が
る
社
会
経
済
学
の
発
展
を
､
そ
れ
を
根
底
で
支
え
る
ハ
イ
エ
ク
の
哲
学
の
変
遷
か
ら
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
｡
従
来
の
ハ
イ
エ

ク
の
転
換
問
題
を
内
在
的
に
批
判

･
検
討
し
､
こ
れ
を
彼
の
存
在
論
の
転
換
か
ら
再
解
釈
す
る

一
方
で
'
ハ
イ
エ
ク
Ⅲ
や
自
生
的

･
変

換
的
秩
序
概
念
な
ど
を
導
入
し
た
点
に
本
書
の
第

一
の
特
徴
が
あ
る
｡
ス
テ
ィ
ー
ヴ

･
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
に
よ
る
と
､
ハ
イ
エ
ク
は
自

ら
の
哲
学
､
と
く
に
､
分
析
対
象
の
性
質
を
主
題
と
す
る
存
在
論
を
二
度
変
更
し
た

一
九
六

〇
年
以
降
､
知
識
や
ル
ー
ル
に
対
し
て
そ

の
他
の
事
象
や
経
験
と
は
異
な
る
存
在
論
上
の
地
位
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
自
生
的
な
経
済
社
会
秩
序
像
を
提
示
し
え
た
の
で
あ

る
｡本

書

へ
の
書
評
で
ノ
ー
マ
ン

･
バ
リ
ー
は
'
本
書
が
ハ
イ
エ
ク
経
済
学
の
哲
学
面
と
い
う

｢狭
い
局
面
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
｣
､
ハ
イ
エ
ク
思
想
の
系
譜
的
理
解
に
お
い
て

｢新
た
な
何
か
｣
を
提
示
し
た
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
の

｢新
た
な
何
か
｣
は
'
フ
リ

ー
ト
ウ
ッ
ド
が
ハ
イ
エ
ク
の
転
換
の
全
過
程
を
首
尾

一
貫
し
た
視
点
か
ら
説
明
し
､
そ
の
帰
結
と
し
て
ハ
イ
エ
ク
の
社
会
経
済
像
が
備

え
る
こ
と
に
な
る
全
体
性
や
包
括
性
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
あ
る
､
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
｡
そ
し
て
'
こ
の
こ
と
は
同
時
に
ハ
イ

エ
ク
像
の
見
直
し
を
含
む
｡

g
･.

こ
れ
ま
で
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
や
論
壇
な
ど
で
は
､
ハ
イ
エ
ク
は
伝
統
的
保
守
主
義
な
い
し
自
由
主
義
を
擁
護
す
る
思
想
家
と
し
て
喧

伝
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
ま
た
､
学
界
で
は
､
彼
の
景
気
理
論
'
貨
幣
理
論
'
自
生
的
秩
序
論
､
社
会
主
義

･
福
祉
国
家
批
判
な

ど
特
定
の
主
題
が
個
々
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
傾
向
に
あ

っ
た
｡
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
思
想
､
哲
学
､
法
学
'
政
治
学
'
経
済
学
な
ど
'

ハ
イ
エ
ク
が
取
り
組
ん
だ
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
や
分
野
に
光
を
当
て
る
も
の
で
は
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
れ
で
は
ハ
イ
エ
ク
の
全
体
像
は
な

か
な
か
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
本
書
に
お
い
て
ハ
イ
エ
ク
は
､
哲
学
的
転
換
を
繰
り
返
し
な
が
ら
世
界
の
実
在
性
に
し
だ
い
に
迫
っ
て
ゆ
き
､

一

九
六
〇
年
以
降
'
知
識
や
ル
ー
ル
を
深
層
領
域
に
あ
る
科
学
的
対
象
と
し
て
新
た
に
再
定
義
す
る
こ
と
で
､
総
合
的
な
社
会
経
済
論
を

創
始
す
る
'
い
わ
ば
学
融
合
的
な
社
会
科
学
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
点
で
'
本
書
は
従
来
に
な
い
首
尾

一
貫
し
た
ハ
イ
エ
ク

像
を
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
｡

た
だ

し

､
フ
リ
ー
ド
ウ
ッ
ド
が

一
九
六
〇
年
以
降
の
ハ
イ
エ
ク
Ⅲ
の
準
批
判
的
実
在
論
を
適
切
な
立
場
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
た
め

か
'
そ
れ
以
前
の
ハ
イ
エ
ク
Ⅰ
や
Ⅱ
に
お
け
る
経
済
学
的
研
究
の
具
体
的
内
容
に
関
す
る
検
討
が
十
分
で
は
な
い
と
い
う
印
象
が
残
る
｡

292題

と
-
に
'
ハ
イ
エ
ク
Ⅰ
が
貨
幣
的
景
気
理
論
か
ら
出
発
し
て
､
経
済
計
算
論
争
で
ミ
-
ゼ
ス
の
立
論
を
引
き
継
ぎ
社
会
主
義
経
済
の
存

脈

立
可
能
性
を
否
定
す
る
論
拠
'
あ
る
い
は
､
ハ
イ
エ
ク
Ⅱ
が
経
済
計
算
論
争
で
市
場
社
会
主
義
論
と
と
も
に

一
般
均
衡
理
論
を
批
判
す

る
論
拠
に
つ
い
て
は
､
そ
う
思
わ
れ
る
｡
た
と
え
ば
､
市
場
を
知
識
の

｢情
報
伝
達
機
構
｣
と
捉
え
る
視
点

(｢経
済
学
と
知
識
｣

一

293



九
三
六
年
､
｢社
会
に
お
け
る
知
識
の
利
用
｣

l
九
四
五
年
)
と
'
ラ
イ
バ
ル
的
競
争

(ri
vatry)
を
知
識
の
発
見
過
程
や
発
見
手
続

き
と
見
る
視
点

(｢競
争
の
意
味
｣

一
九
凹
六
年
､
｢発
見
的
手
続
き
と
し
て
の
競
争
｣

一
九
六
七
年
)
の
問
に
は

一
般
均
衡
理
論
批
判

と
し
て
大
き
な
違
い
が
あ
る
の
で
あ
り
､
こ
れ
ら
を
ハ
イ
エ
ク
Ⅲ
と
括
っ
て
両
者
を
同

一
視
す
る
と
す
れ
ば
重
要
な
論
点
を
看
過
す
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
｡

こ
れ
は
'
ハ
イ
エ
ク
Ⅲ
を
到
達
点
と
仮
定
す
る
た
め
'
そ
こ
へ
い
た
る
過
程
が
い
さ
さ
か
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
例
で
あ
る

が
'
こ
こ
に
は
目
的
論
的
な
合
理
化
が
働
い
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
こ
う
し
た
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
､
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
に
よ

る
ハ
イ
エ
ク
の
全
体
像
の
構
成
が
崩
れ
る
も
の
で
は
な
-
､
今
後
の
ハ
イ
エ
ク
研
究
に
お
け
る
重
要
な
参
照
枠
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡

本
書
の
考
察
対
象
は
あ
く
ま
で
も
ハ
イ
エ
ク
の
研
究
書
や
論
文
に
限
定
さ
れ
て
お
り
､
叙
述
ス
タ
イ
ル
も

一
貫
し
て
学
術
的
で
あ
る
｡

そ
れ
以
外
の
著
作
や
自
伝
､
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
利
用
し
た
り
'
言
動
上
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
た
り
す
る
こ
と
で
､
人
物
の
全
体
像
を

立
体
的
に
､
生
き
生
き
と
描
き
出
す
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は

一
切
と
ら
れ
て
い
な
い
｡
そ
の
意
味
で
コ
ー
ル
ド
ウ
エ
ル
に
よ
る
ハ
イ
エ

ク
に
つ
い
て
の
伝
記
的
著
作

(B
ru
ce
C
atd
w
ett,
H
ayek
.s
C
ha
llen
ge
.
C
hicago
:
U
niversity
o
f
C
hica
g

oP

r

ess一2004
)
と
は
ま

っ

た
く
異
質
で
あ
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
本
書
を
読
了
す
る
と
､
方
法
論
と
い
う
観
点
か
ら
統

一
的
な
ハ
イ
エ
ク
像
が
明
瞭
に
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
と
こ
ろ
に
本
書
の
魅
力
が
あ
る
｡
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回
知
識

･
無
知
と
ル
ー
ル
の
さ
ま
ざ
ま
な
種
頬
と
相
互
関
連
に
関
す
る
深
い
洞
察

本
書
の
第
二
の
特
徴
は
'
い
ま
述
べ
た
こ
と
に
あ
る
程
度
含
ま
れ
て
い
る
が
､
哲
学
と
方
法
論
と
い
う
視
点
か
ら
知
織
と
ル
ー
ル
と

い
う
問
題
に
接
近
L
t
そ
れ
ら
に
つ
い
て
広
-
か
つ
深
い
洞
察
を
示
し
た
点
に
あ
る
｡
知
識
や
ル
ー
ル
に
関
す
る
書
物
は
巷
に
あ
ふ
れ

て
い
る
が
､
本
書
の
よ
う
に
そ
の
特
異
な
存
在
論
的
性
格
に
光
を
当
て
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
｡
バ
リ
ー
が
言
う
よ
う
に
､
哲
学
的

議
論
は
当
初
は

｢狭
い
局
面
｣
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
し
か
し
､
そ
こ
か
ら
見
渡
す
か
ら
こ
そ
'
知
識
と
ル
ー
ル
と
い
う
広
大

な
問
題
領
域
へ
の
独
自
な
接
近
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
､
こ
れ
は
肯
定
的
に
捉
え
る
べ
き
特
徴
で
あ
る
｡
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド

は
､
知
識
と
無
知
を
認
識
論
で
は
な
-
存
在
論
上
の

｢深
い
｣
領
域
と
し
て
把
握
し
､
そ
れ
ら
と
ル
ー
ル
の
関
連
を
明
確
に
し
て
い
る
｡

ま
ず
､
時
間
と
費
用
を
か
け
れ
ば
克
服
で
き
る
常
識
的
な
無
知
と
､
未
来
に
つ
い
て
の
不
確
実
性
に
関
わ
る
克
服
不
可
能
な
根
源
的

な
無
知
は
異
な
る
｡
ま
た
､
｢
で
あ
る
｣
と
い
う
論
述
内
容
に
関
す
る
知
識

(know
ing
th
at)
と

｢
い
か
に
し
て
｣
と
い
う
遂
行
方
法

に
関
す
る
知
識

(kn
ow
ing
h
o
w
)
も
異
な
る
｡
そ
し
て
､
時
間
と
場
所
が
特
定
さ
れ
た
状
況
に
関
す
る
分
散
化
さ
れ
た
知
識
と
い
っ

.-I(-1.

て
も
､
言
語
化
可
能
な
非
暗
黙
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
､
言
語
化
不
可
能
な
暗
黙
的
な
も
の
も
あ
る
｡
第
7
章
に
よ
れ
ば
､
ハ
イ
エ
ク
Ⅲ

は

一
九
六

〇
年
以
降
､
こ
れ
ら
の
例
に
お
け
る
両
者
を
明
確
に
区
別
し
て
､
前
者
か
ら
後
者
へ
と
し
だ
い
に
焦
点
を
移
し
て
い
っ
た
｡

た
と
え
ば
､
あ
る
商
品
が
あ
る
店
で
は
安
-
売

っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
知
識
は
､
そ
れ
を
知
る
こ
と
で
､
転
売
利
益
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
知
識
で
あ
る
が
､
言
葉
で
伝
達
可
能
で
あ
る
ゆ
え
'
前
者
に
属
す
る
｡
こ
れ
は
現
代
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
カ
ー
ズ

ナ
I
な
ど
が
注
目
す
る
よ
う
な
無
知
で
あ
る
｡
カ
ー
ズ
ナ
-
は
､
市
場
に
お
け
る
競
争
を
企
業
家
た
ち
が
こ
う
し
た
常
識
的
な
無
知
を

克
服
す
る
過
程
で
あ
る
と
考
え
る
｡
し
か
し
､
ハ
イ
エ
ク
の
立
場

(少
な
く
と
も
ハ
イ
エ
ク
Ⅲ
の
立
場
)
は
こ
れ
と
は
異
な
る
｡

技
能
や
熟
練
は

一
般
に
遂
行
方
法
に
関
す
る
暗
黙
知
的
な
性
質
を
も
つ
が
'
こ
う
し
た
知
識
は
､
ハ
イ
エ
ク
の
言
う

｢情
報
伝
達
シ

ス
テ
ム
｣

(-
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
狭
い
意
味
で
の

｢市
場
｣
)
を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
る
こ
と
は
な
-
､
む
し
ろ
､
ふ
る
ま
い
の

社
会
的
ル
ー
ル
を
通
じ
て
の
み
伝
達
さ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
発
見

･
伝
達

･
貯
蔵
と
い
う
知
識
に
関
わ
る
全
過
程
は
､
｢情
報
伝
達

シ
ス
テ
ム
｣
だ
け
で
は
達
成
さ
れ
ず
'
ふ
る
ま
い
の
社
会
的
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う

に
､
局
所
的
知
識
に
お
け
る
暗
黙
知
と
非
暗
黙
知
の
区
別
､
お
よ
び
､
法
や
契
約
な
ど
の
公
式
的
な

1
般
的

･
抽
象
的
ル
ー
ル
と
非
公

式
的
な
ふ
る
ま
い
の
ル
ー
ル
の
区
別
は
､
市
場
の
働
き
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
｡
根
源
的
な
無
知
や
不
確
実
性
は
暗
黙
的

･

局
所
的
な
性
質
を
も
つ
｡
根
源
的
な
無
知
や
不
確
実
姓
が
あ
る
か
ら
こ
そ
､
ふ
る
ま
い
の
社
会
的
ル
ー
ル
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
論

点
へ
の
着
目
の
有
無
が
ハ
イ
エ
ク
Ⅱ
と
ハ
イ
エ
ク
Ⅲ
を
画
す
る
｡



こ
の
よ
う
に
'
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
の
知
識
と
ル
ー
ル
に
関
す
る
考
察
は
洞
察
と
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
が
､
そ
こ
に
何
の
問
題
も

な
い
わ
け
で
も
な
い
｡
バ
リ
ー
は
本
書
へ
の
書
評
で
､
｢
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
の
優
れ
た
著
作
に
対
す
る
私
の
主
要
な
批
判
は
次
の
点
に

あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
彼
は
ハ
イ
エ
ク
が
社
会
経
済
秩
序
を
最
終
的
に
提
示
す
る
に
い
た
る
道
筋
を
み
ご
と
に
表
示
し
た
け
れ
ど
も
'
彼

は
ハ
イ
エ
ク
が
満
足
の
ゆ
く
回
答
を
与
え
た
の
か
を
問
う
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｣
と
書
い
て
い
る
｡
バ
リ
ー
に
よ
る
こ
の
批

判
は
有
効
で
あ
り
､
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
シ
ャ
ッ
ク
ル
や
ラ
ッ
ク
マ
ン
の
よ
う
な
急
進
的
主
観
主
義
者
た
ち
は
､
フ
リ
ー
ト

ウ
ッ
ド
と
同
じ
-
知
識
の
分
散
性
や
暗
黙
性
に
着
目
し
な
が
ら
も
､
ハ
イ
エ
ク
が
自
由
市
場
を
調
和
的
に
の
み
見
て
い
る
点
に
批
判
的

で
あ
り
､
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
の
自
生
的
秩
序
が

｢分
岐
す
る
期
待
｣
の
せ
い
で
む
し
ろ
自
生
的
無
秩
序
や
非
調
整
へ
陥
る
危
険
性
が
あ
る

こ
と
を
'
し
ば
し
ば
強
調
し
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
フ
リ
ー
ド
ウ
ッ
ド
は
本
書
を
執
筆
し
た
時
点
で
は
､
こ
の
間
題
に
ほ
と
ん
ど

注
意
を
払

っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

こ
の
批
判
を
意
識
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
が
'
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
は
日
本
語
版
へ
の
序
文
で

｢
｢
ハ
イ
エ
ク
の
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル

･

エ
コ
ノ
ミ
ー
』
を
書
い
た
と
き
､
私
は
な
ん
の
批
判
も
提
出
し
な
か
っ
た
｡
と
い
う
の
も
､
私
の
目
的
は
た
だ
ハ
イ
エ
ク
の
著
作
の
理

論
的

･
方
法
論
的
な
基
礎
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
も
し
今
日
'
私
が
こ
の
本
を
書
-
な
ら
ば
'
あ
え
て
い
く
つ
か

の
批
判
を
試
み
て
い
る
だ
ろ
う
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
そ
こ
で
の
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
に
よ
る

｢
ハ
イ
エ
ク
的
思
考
の
ハ
イ
エ
ク
的
批
判
｣

は
､
次
の
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
｡
①
ハ
イ
エ
ク
が
自
由
市
場
を
擁
護
す
る
の
は
､
そ
れ
に
代
わ
り
う
る
代
替
案
が
な
い
と
い
う
消
極

的
理
由
に
よ
る
け
れ
ど
も
'
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
ふ
る
ま
い
の
社
会
的
ル
ー
ル
で
埋
め
え
な
い
空
間
に
は
､
社
会
的
構
造

･
制
度
上
の

自
由
度
が
存
在
す
る
の
で
あ
-
､
資
本
主
義
以
外
の
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
が
存
立
す
る
可
能
性
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
､
②

ハ

イ
エ
ク
は
企
業
内
部
の
組
織
に
つ
い
て
何
も
語
っ
て
い
な
い
も
の
の
､
真
の
権
限
委
譲
は
資
本
主
義
で
は
達
成
不
可
能
で
あ
り
､
そ
の

確
立
の
た
め
に
は
他
の
社
会
経
済
体
制
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
二
つ
の
論
点
は
'
本
書
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

｢労
働
市
場
に
対
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
ア
プ
ロ
ー
チ
｣
に
取
り
組
む
彼
の
現
在
の
研
究
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
｡
彼
は
こ
れ
に
つ
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い
て
,
ハ
イ
エ
ク
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
か
に
見
え
る
マ
ル
ク
ス
の
議
論
を
も
取
り
入
れ
て
い
る
｡
本
書
で
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
は
'

ハ
イ
エ
ク
の
自
生
的
秩
序
を
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
調
和
的
に
論
じ
た
け
れ
ど
も
､
ハ
イ
エ
ク
の
自
由
市
場
や
資
本
主
義
に
対
す
る
礼
賛

を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
な
く
､
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
批
判
す
る
た
め
に
'
ま
ず
は

｢
ハ
イ
エ
ク
の
著
作
の
理
論
的

･
方
法
論

的
な
基
礎
を
理
解
す
る
｣
こ
と
に
専
念
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
｡

ち
な
み
に
､
本
書
で
は

'tetecorrm
mi
cation
sys-em
,を
｢情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
｣
と
訳
し
て
い
る
｡
こ
の
言
葉
は
現
在
'
｢
テ
レ

コ
ミ
ユ
l妄

-
シ
ョ
ン
｣
｢
テ
レ
コ
ム
｣
の
よ
う
に
日
常
的
に
使
わ
れ
､
主
に
'
｢電
気
通
信
｣
や

｢遠
隔
通
信
｣
の
意
味
を
も
っ
て
い

る
｡
｢通
信
｣
を

｢各
種
形
態
で
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
で
あ
る
｣
と
考
え
れ
ば
､
こ
れ
を

｢情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
｣
と
し
て
よ
い
だ

ろ
う
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
｡

私
見
に
よ
れ
ば
､
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
の

｢情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
｣
と
は
､
価
格
シ
ス
テ
ム

(狭
い
意
味
で
の

｢市
場
｣
)
と
ほ
ぼ

同
義
で
あ
り
,

一
般
均
衡
理
論
者
で
あ
る
ラ
ン
ゲ
が
価
格
シ
ス
テ
ム

(狭
い
意
味
で
の

｢市
場
｣)
を

｢
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
｣
=

｢計
算

機
械
｣
と
た
と
え
た
こ
と
と
の
対
比
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
ハ
イ
エ
ク
の
考
え
る
市
場
は
'
｢計
算
｣
で
は
な
く

む
し
ろ

｢情
報
伝
達
｣
｢通
信
｣
を
強
調
す
る
と
い
う
点
で
､
相
互
に
離
れ
て
い
る
諸
主
体
が
価
格
を
含
む
情
報
を
伝
達
し
合
い
'
相

互
に
行
動
を
調
整
し
て
ゆ
く
分
散
的
プ
ロ
セ
ス
の
集
合
体
や
ネ
ッ
ト
ケ
ー
ク
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
情
報
や
シ
グ
ナ
ル
は
不
完
全

で
あ
り
,
主
体
は
そ
れ
だ
け
を
見
て
自
分
の
行
動
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
､
ハ
イ
エ
ク
の
市
場
は
あ
-
ま
で

｢
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
｣
を
主
軸
に
す
る
も
の
で
あ
り
､
｢
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
｣
と
し
て
の
市
場
で
は
な
い
｡
計
算
プ
ロ
セ
ス
に
は
計
算
結

果
と
い
う
最
終
目
的
が
あ
る
が
'
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
･
プ
ロ
セ
ス
に
は
そ
う
し
た
終
わ
り
が
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
エ
ク
Ⅲ
の

見
地
か
ら

｢情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
｣
と
し
て
の
市
場
を
捉
え
る
と
き
に
は
じ
め
て
'
そ
の
静
態
的
安
定
性
や
調
和
性
で
は
な
く
て
'
む

し
ろ
動
態
的
変
動
や
不
確
実
性
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

堰那
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刷

批
判
的
実
在
論
哲
学
の
ハ
イ
エ
ク
研
究
へ
の
適
用

本
書
は
批
判
的
実
在
論
な
い
し
超
越
論
的
実
在
論
を
ハ
イ
エ
ク
研
究
に
適
用
し
た
初
の
著
作
で
あ
-
､
そ
の
点
で
､
ハ
イ
エ
ク
研
究

書
と
し
て
特
異
な
位
置
を
占
め
て
い
る
｡
こ
れ
が
第
三
の
特
徴
で
あ
る
｡

(-
)

批
判
的
実
在
論
に
つ
い
て
は
本
書
に
も
詳
し
い
説
明
が
あ
る
の
で
解
説
は
省
略
す
る
が
'
そ
れ
は
実
在
論
的
存
在
論
を
特
徴
と
す
る

哲
学
的
立
場
も
し
-
は
方
法
論
を
意
味
す
る
｡
バ
ス
カ
ー
が

一
九
七

〇
年
代
の
半
ば
に
実
証
主
義
を
基
礎
と
す
る
自
然
科
学
の
哲
学
を

(2
}

批
判
し
て

｢超
越
論
的
実
在
論
｣
を
展
開
し
た
｡

一
九
八

〇
年
代
後
半
に
､
バ
ス
カ
ー
が
こ
れ
を
社
会
科
学
に
も
適
用
し
て
､
人
間
主

体
は
そ
の
社
会
的
活
動
を
通
じ
て
社
会
構
造
を
再
生
産
L
t
変
換
す
る
だ
け
で
あ
る
と
す
る

｢社
会
的
活
動
の
変
換
モ
デ
ル

(T
M
s

A
)｣
を
提
唱
し
た
が
､
さ
ら
に
､
ー
ニ
ー
･
ロ
ー
ソ
ン
た
ち
が
こ
れ
を
経
済
学
に
導
入
し
て
以
後
､
社
会
構
造
が
人
間
の
批
判
的
主

体
性
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
､
｢実
在
論
｣
に
付
-
形
容
詞
は

｢超
越
論
的

(transcenden邑
)
｣
か
ら

｢批
判
的

(
C
ri
tic
a
t)｣

へ
変
え
ら
れ
､
｢批
判
的
実
在
論
｣
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
ロ
ー
ソ
ン
の

『経
済
学
と
実
在
』
第
12
章
や
本
書
の

第
6
章
は
､
両
者
の
意
味
を
次
の
よ
う
に
区
別
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢超
越
論
的
実
在
論
｣
は
科
学
哲
学

一
般
す
な
わ
ち
科
学
の

一
般
理
論
を
指
し
､
｢批
判
的
実
在
論
｣
は
､
社
会
科
学
の
哲
学
す
な
わ
ち
社
会
的
存
在
論
に
つ
い
て
の
特
殊
な
社
会
理
論
を
指
す
t

と
｡一

九
九

〇
年
代
､
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
は
'
ロ
ー
ソ
ン
を
中
心
に
批
判
的
実
在
論
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
､
キ
ン
グ
ス

･
カ
レ
ッ

ジ
で
毎
週
月
曜
夜
に
リ
ア
リ
ス
ト

･
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
催
さ
れ
た
｡
そ
こ
に
ク
ラ
イ
ヴ

･
ロ
ー
ソ
ン
や
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン

･
プ
ラ
ッ

ト
ン
ら
の
若
手
研
究
者
が
参
加
し
て
い
た
｡
本
書
の
著
者
で
あ
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ

･
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
は
､
な
か
で
も
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー

ダ
ー
的
な
存
在
で
あ

っ
た
｡
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
そ
の
後
､
ニ
ュ
ー
ナ
ム
･
カ
レ
ッ
ジ
に
場
所
を
移
し
､
現
在
は
C
R
A
S
S
H
(C
en･

ter
fo
r
R
e
s
e
ar
c
h
in

th
e
A
rts.
So
c
ial

Sc
i
ence
and
H
u
m
anides)
で
毎
週
月
曜
日
に
開
催
さ
れ
て
い
る
｡
と
-
に
､

一
九
九

〇
年
代

後
半
以
降
'
こ
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
多
-
の
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
｡
批
判
的
実
在
論
者
に
よ
る
経
済
学
研
究
書
と
し
て
最
初
に
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邦
訳
さ
れ
た
の
は
､
ト
ニ
ー
･
ロ
ー
ソ
ン
の

『経
済
学
と
実
在
』
で
あ
-
､
本
書
は
二
冊
日
だ
が
､
原
書
で
は
本
書
の
ほ
う
が
二
年
早

く
出
版
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
意
味
で
､
本
書
は
批
判
的
実
在
論
に
基
づ
-
初
の
体
系
的
な
経
済
学
研
究
書
で
も
あ
る
｡
ま
た
､
二

〇
〇

三
年
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
の
教
員
と
学
生
を
中
心
メ
ン
バ
ー
と
す
る
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
社
会
的
存
在
論
グ
ル
ー
プ

(c
am
bri
d
g
e
S
o
cial

(3
)

o
n
to
-0
gy
G
roup)
を
結
成
し
､
社
会
的
実
在
の
性
質
と
基
本
構
造
に
関
す
る
体
系
的
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
｡

ハ
イ
エ
ク
は
現
代
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
源
流
と
し
て
､
日
本
で
も
こ
こ
二
〇
年
ほ
ど
の
間
に
大
い
に
注
目
さ
れ
て
き
て
お
り
､
オ

ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
研
究
書
も
出
脚
さ
れ
て
い
る
｡
政
治
学
や
法
学
で
の
研
究
に
加
え
､
経
済
学
､
経
済
学
史
､

経
済
思
想
史
に
お
け
る
ハ
イ
エ
ク
研
究
が
近
年
進
め
ら
れ
'
経
済
理
論
と
し
て
も
貨
幣
的
景
気
理
論
､
社
会
主
義
経
済
計
算
論
争
､
自

生
的
秩
序
論
､
貨
幣
発
行
自
由
化
論
な
ど
の
ト
ピ
ッ
ク
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
ハ
イ
エ
ク
が
い
た
英
国
や
米
国
で
は
オ
ー
ス
ト
リ

ア
学
派
の
伝
統
は
継
承
さ
れ
て
お
り
､
ハ
イ
エ
ク
研
究
書
も
数
多
-
出
版
さ
れ
て
い
る
｡

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
､
本
書
は
､
ハ
イ
エ
ク
の
哲
学
を
主
た
る
対
象
と
し
て
､
ハ
イ
エ
ク
の
政
治
経
済
学
の
発
展
な
い
し
進
化
を

詳
郷
に
論
述
す
る
も
の
で
あ
り
'
そ
う
し
た
哲
学
上
の
議
論
が
批
判
的
実
在
論
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
の
が
本
書
の
独
自
な
点
で
あ
る
｡

通
常
､
現
代
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
哲
学
は
主
観
主
義
'
解
釈
学
的
基
礎
づ
け
主
義
'
あ
る
い
は
個
人
主
義
か
ら
な
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
｡
本
書
で
は
'
こ
れ
ら
は
ハ
イ
エ
ク
Ⅰ
や
Ⅱ
の
特
徴
で
し
か
な
-
､
後
の
ハ
イ
エ
ク
Ⅲ
は
そ
う
し
た
立
場
を
超
克
し
た
と
理
解
す

る
｡
カ
レ
ン

･
ヴ
オ
ー
ン
が
書
評
で
､
本
書
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
的
な
主
観
主
義
に
対
す
る
警
鐘
と
し
て
受
け
と
め
る
べ
き
で
あ
る

と
論
評
し
て
い
る
よ
う
に
､
本
書
は
､
現
代
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
哲
学
的
立
場
と
鋭
-
対
立
し
て
い
る
｡
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
に
属

す
る
ハ
イ
エ
ク
の
研
究
書
を
執
筆
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
経
済
学
者
で
あ
る
と
は
通
常

み
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
､
こ
の
方
法
論
上
の
問
題
提
起
の
た
め
で
あ
ろ
う
｡

し
か
も
,
こ
の
よ
う
な
哲
学
な
い
し
方
法
論
の
視
点
か
ら
経
済
学
の
理
論
を
研
究
す
る
こ
と
は
'
新
古
典
派
に
代
表
さ
れ
る
正
統
派
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的
伝
統
に
お
い
て
も
ま
れ
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
諸
理
論
を
そ
の
理
論
自
体
の
論
理
整
合
性
や
意
味
内
容
で
は
な
く

そ
の
存
立
基
盤
で



あ
る
哲
学
や
方
法
論
か
ら
超
越
論
的
に
吟
味
検
討
す
る
メ
タ
理
論
的
な
視
点
を
明
確
に
す
る
の
に
役
立
つ
｡
批
判
的
実
在
論
に
基
づ
く

こ
と
に
よ
っ
て
､
経
験
論
的
実
在
論
､
実
証
主
義
､
数
理
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
は
な
-
､
実
在
論
の
考
え
方
を
全

面
的
に
否
認
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
や
ポ
ス
ト
構
造
主
義
に
見
ら
れ
る
文
化
的
相
対
主
義
に
も
陥
ら
ず
に
､
分
野
横
断
的
ア
プ
ロ
ー

チ
を
行
な
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
｡
し
か
し
'
超
越
論
的
実
在
論
も
し
く
は
批
判
的
実
在
論
の
議
論
を
少
し
聞
き
か
じ
っ
た
程
度
で
は
'

む
し
ろ
そ
れ
自
身
が
あ
る
種
の
形
而
上
学
で
は
な
い
の
か
､
い
っ
た
い
こ
れ
が
経
済
学
の
知
見
を
実
質
的
に
増
大
さ
せ
る
の
か
t
と
い

っ
た
疑
問
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
｡
こ
れ
は
ま
さ
に
､
私
が

一
九
九
六
年
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
在
外
研
究
を
行
な
い
'
彼
ら

の
議
論
に
は
じ
め
て
接
し
た
と
き
の
印
象
で
も
あ
る
｡
し
か
し
'
私
の
場
合
､
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
が
研
究
対
象
と
し
た
ハ
イ
エ
ク
だ
け

で
は
な
-
､
彼
の
ハ
イ
エ
ク
に
関
す
る
議
論
の
仕
方
に
も
興
味
を
持

っ
て
い
た
｡
私
は
そ
の
直
前
に
上
梓
し
た

『市
場
像
の
系
譜
学
』

(東
洋
経
済
新
報
社
､

一
九
九
六
年
)
の
な
か
で
､
ハ
イ
エ
ク
に
対
し
て
社
会
主
義
経
済
計
算
論
争
に
お
け
る
他
の
論
者
と
の
関
連
や

彼
の
そ
の
後
の
発
展
と
い
う
視
点
か
ら
接
近
し
た
が
'
ハ
イ
エ
ク
の
哲
学

･
方
法
蘭
全
般
に
い
た
る
ま
で
考
察
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た

の
で
'
フ
リ
ー
ー
ウ
ッ
ド
が
い
か
に
ハ
イ
エ
ク
を
取
り
扱

っ
た
か
に
大
き
な
関
心
を
持

っ
た
の
で
あ
っ
た
｡

あ
と
か
ら
考
え
て
み
る
と
､
そ
れ
と
は
別
の
理
由
も
あ
っ
た
｡
私
は

一
九
八
〇
年
代
以
来
'
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
や
ポ
ス
ト
構
造
主

義
の
考
え
方
を
基
本
的
に
認
め
つ
つ
も
､
同
時
に
'
そ
れ
へ
の
疑
問
も
根
強
-
持
ち
続
け
て
い
た
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
そ
れ
ら
に
取

っ
て
代
わ
り
う
る
考
え
方
も
兄
い
だ
し
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
宙
づ
り
状
態
に
あ
っ
た
｡
要
す
る
に
､
私
の
な
か
に
は
､
フ
リ
ー
ト
ウ

ッ
ド
の
議
論
の
基
盤
と
な
る
批
判
的
実
在
論
の
意
義
を
了
解
す
る
た
め
の
下
地
が
す
で
に
あ
-
､
マ
イ
ケ
ル

･
ボ
ラ
ン
ニ
ー
流
に
い
う

な
ら
ば
､
そ
れ
に
対
す
る

｢焦
点
的
意
識
｣
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
｡
私
の
場
合
､
自
分
が
研
究
し
た
ハ
イ
エ
ク
の
社
会
経

済
学
が
批
判
的
実
在
論
の
最
初
の
適
用
例
と
し
て
偶
然
に
与
え
ら
れ
た
の
だ
か
ら
､
か
な
-
幸
運
で
あ
っ
た
と
い
え
る
｡

ハ
イ
エ
ク
は
､

一
九
二
〇
年
代
か
ら
三

〇
年
代
に
か
け
て
の
社
会
主
義
経
済
計
算
論
争
で
'
市
場
の
計
画
に
よ
る
代
替
不
可
能
性
を

主
張
し
た
｡
だ
が
､
そ
れ
と
同
じ
時
期
に
､
経
済
理
論
と
し
て
厳
密
に
数
理
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た

一
般
均
衡
理
論
が
､
社
会
主
義
経
済
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の
存
立
可
能
性
を
市
場
社
会
主
義
論
と
い
う
か
た
ち
で
擁
護
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
ハ
イ
エ
ク
は
'

1
般
均
衡
理
論
自
身
の
批
判

に
向
か
っ
た
｡
そ
の
と
き
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
必
要
だ
っ
た
の
は
､
実
質
的
な
経
済
学
の
内
容
の
変
更
だ
け
で
は
な
く
､
そ
の
哲
学
や

方
法
論
の
転
換
で
も
あ
っ
-た
は
ず
で
あ
る
｡

私
自
身
は
､
そ
こ
で
生
じ
た
転
換
の
哲
学
的
な
意
義
に
つ
い
て
十
分
に
考
え
て
い
な
か
っ
た
｡
し
か
し
､
も
し
そ
れ
が
単
に
認
識
論

的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
科
学
の
客
観
性
を
批
判
す
る
主
観
主
義
や
解
釈
学
的
基
礎
づ
け
主
義
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
だ
が
､

ハ
イ
エ
ク
の
転
換
は
そ
れ
を
越
え
る
意
味
を
も
っ
て
い
忍
｡
本
書
に
よ
れ
ば
'

一
九
六

〇
年
以
降
の
ハ
イ
エ
ク
Ⅲ
は
､
価
格
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
し
て
の

｢情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
｣
だ
け
で
は
自
生
的
秩
序
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
気
づ
き
､
法
の
よ
う
な
公
式
的
な
ル
ー
ル
'
そ

し
て
さ
ら
に
､
非
公
式
的
な
ふ
る
ま
い
の
社
会
的
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
は
じ
め
て
市
場
経
済
が
成
立
す
る
と
認
識
す
る
よ
う

に
な
っ
た
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な
経
済
学
的
知
見
の
進
展
は
､
ハ
イ
エ
ク
に
お
い
て
経
験
論
的
実
在
論
か
ら
準
超
越
論
的
実
在
論
へ

の
哲
学
的
転
換
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
た
ん
に
認
識
論
上
の
転
換
で
は
な
く
存
在
論
上
の
転
換
で
あ
っ
て
'
知
識
や
ル
ー

ル
に
対
し
て
､
経
験
や
事
象
を
越
え
る
認
識
独
立
的
な
地
位
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
の
だ
､
と
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
は

主
張
し
た
わ
け
で
あ
る
｡

私
に
と
っ
て
こ
の
議
論
は
き
わ
め
て
新
鮮
で
あ

っ
た
だ
け
で
な
-
､
説
得
的
で
も
あ
っ
た
｡
本
書
を
読
み
進
む
う
ち
に
'
先
に
述
べ

た
批
判
的
実
在
論
へ
の
疑
念
が
し
だ
い
に
払
拭
さ
れ
､
最
後
に
は
'
そ
の
社
会
科
学
に
お
け
る
意
義
を
自
分
な
り
に
理
解
で
き
た
の
で

あ
る
｡
そ
の
と
き
､
批
判
的
実
在
論
は
私
に
と
っ
て
次
の
よ
う
な
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡
そ
れ
は
ま
ず
'
主

流
派
経
済
学
が
前
提
と
し
な
が
ら
明
示
的
に
意
識
化
し
て
い
な
い
哲
学
と
方
法
論
'
と
く
に
'
そ
の
存
在
論
的
基
礎
で
あ
る
経
験
論
的

実
在
論
を
批
判
し
､
そ
こ
か
ら
離
脱
す
る
た
め
の

｢導
き
の
糸
｣
と
し
て
機
能
し
た
｡
し
か
し
､
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
ま
た
'

オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
や
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
哲
学
が
陥
り
が
ち
な
主
観
主
義
'
解
釈
学
'
表
象
主
義
に
見
ら
れ
る
存
在
論
の
軽
視
と
認
識
論

の
偏
重
を
是
正
す
る
た
め
の

｢解
毒
剤
｣
と
し
て
も
機
能
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
批
判
的
実
在
論
の
現
代
的
意
義
は
､
こ
の
両
面
か
ら
理



解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

牲

己壬];

(-
)

批
判
的
実
在
論
を
論
じ
た
日
本
語
文
献
と
し
て
'
石
井
潔

｢批
判
的
実
在
論
の
プ
ロ
プ
レ
マ
テ
ィ
ツ
ク
｣
冒
心怨
と
現
代
』
四
〇
号

(
一
九
九
五
年
)
､

西
部
忠

｢
レ
ト
リ
ッ
ク
と
リ
ア
リ
ズ
ム
｣
『批
評
空
間
』
Ⅱ
･
10

(
一
九
九
六
年
)
､
佐
々
木
患
介

｢批
判
的
実
在
論
の
射
程
｣
星
野
富

一
･
奥
山
忠

信

･
石
橋
貞
男
編

『資
本
主
義
の
原
理
』
(昭
和
堂
'
二
〇
〇
〇
年
)
､
江
頭
進

｢ト
ニ
ー
･
ロ
ー
ソ
ン
｣
r21
世
紀
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
(朝
日
新
聞
社
､

二
〇
〇
一
年
)
､
ト
ニ
ー
･
ロ
ー
ソ
ン

(原
伸
子
訳
)
｢現
代
経
済
学
再
考
の
必
要
性
に
つ
い
て
｣
『経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
五
五
九
号

(二
〇
〇
一
年
)
､
江

頭
進

｢訳
者
解
題
｣
『経
済
学
と
実
在
』
(日
本
評
論
社
'
二
〇
〇
三
年
)
､
西
部
忠

｢書
評

『経
済
学
と
実
在
』｣
『季
刊
経
済
理
論
』
四

一
巻

一
号

(二
〇
〇
四
年
)
'
西
部
忠

｢進
化
経
済
学
の
現
在
｣
『経
済
学
の
現
在
2
｣
(日
本
経
済
評
論
社
､
二
〇
〇
五
年
)
な
ど
が
あ
る
｡

(2
)
R
.
B
haskar,A
R
ealist
T
h
eo
r),
of
Science
,

London:
V
erso
.

1975.

(3
)

｢
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
社
会
的
存
在
論
グ
ル
ー
プ
｣
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
t
http
=JJw
w
w
ICSOg
.grOuP
ICam
.aC.uk
Jに
あ
る
｡
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訳
者
あ
と
が
き

本
書
の
訳
者
三
名
は
､

一
九
九
六
年
か
ら
'
そ
れ
ぞ
れ
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
在
外
研
究
を
す
る
機
会
が
あ
っ
た
｡
そ
こ
で
は
､
ト

ニ
ー
･
ロ
ー
ソ
ン
を
座
長
に
､
毎
週
月
曜
日
に
批
判
的
実
在
論
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
か
れ
て
い
た
｡
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
は
､

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
教
員
や
大
学
院
生
だ
け
で
は
な
く
'
他
大
学
か
ら
の
参
加
者
や
外
国
か
ら
の
来
訪
者
も
多
く
出
席
し
て
い
た
｡
そ
し

て
'
批
判
的
実
在
論
固
有
の
問
題
は
も
ち
ろ
ん
､
経
済
学
方
法
論
か
ら
実
証
研
究
に
い
た
る
ま
で
､
広
範
な
問
題
が
討
論
の
テ
ー
マ
と

さ
れ
て
い
た
｡
大
学
が
休
み
の
期
間
中
も
'
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
幾
人
か
は
､
定
期
的
に
パ
ブ
に
集
ま

っ
て
議
論
を
し
て
い
た
｡
ト
ニ

ー
･
ロ
ー
ソ
ン
と
と
も
に
'
そ
れ
ら
の
集
ま
り
の
中
心
に
い
た
の
が
､
本
書
の
著
者
ス
テ
ィ
ー
ヴ

･
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
で
あ
っ
た
｡
わ

れ
わ
れ
三
名
は
在
外
研
究
を
契
機
に
､
経
済
学
方
法
論
史
､
ハ
イ
エ
ク
研
究
､
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
な
ど
､
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
関
心
か
ら
批

判
的
実
在
論
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
､
彼
ら
が
日
本
の
経
済
学
研
究
に
お
い
て
も
無
視
で
き
な
い
論
点
を
提
出
し
て
い
る
と
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
こ
で
､
原
の
提
案
に
よ
り
､
批
判
的
実
在
論
の
立
場
か
ら
の
は
じ
め
て
の
体
系
的
な
経
済
学
研
究
書
で
あ
る
本
書

の
翻
訳
を
､
試
み
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

翻
訳
は
ま
ず
､
第
1
-
4
章
を
佐
々
木
､
第
5
-
7
章
を
原
､
第
8
-
10
章
お
よ
び
日
本
語
版
序
文
を
西
部
が
分
担
し
て
訳
稿
を
つ

く
り
､
佐
々
木
が
全
体
の
調
整
に
当
た
る
と
い
う
方
法
で
進
め
た
｡
ま
た
､
｢解
題
｣
は
酉
部
が
担
当
し
た
｡
翻
訳
に
さ
い
し
て
は
'
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