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ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
社
会
的
意
味

―
―
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
社
会
学
の
視
座
か
ら
―
―

烏　
　

谷　
　

昌　
　

幸

第
１
節　
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
は
何
か
？

第
２
節　

マ
ス･

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
、
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
に
お
け
る
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
論

第
３
節　
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
論
へ
の
批
判
的
再
構
成

第
４
節　

テ
ク
ス
ト
密
着
型
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
向
け
て

第
１
節　
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
は
何
か
？

　

本
稿
の
目
的
は
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
社
会
的
意
味
」
研
究
の
理
論
的
視
座
を
獲
得
す
る
べ
く
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

論
、
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
に
お
い
て
発
展
を
遂
げ
て
き
た
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
論
を
換
骨
奪
胎
し
、「
リ
ア
リ
テ
ィ
」

の
構
成
・
構
築
に
関
す
る
社
会
学
的
研
究
へ
と
展
開
す
る
た
め
の
論
理
的
道
筋
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。

　

こ
の
主
題
に
関
し
て
筆
者
は
既
に
何
本
か
の
論
文
を
執
筆
し
、
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
論
の
批
判
的
レ
ビ
ュ
ー
を
何
度
か
行
っ
て
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い
る
の
で
（
烏
谷 

二
〇
一
四
、
二
〇
一
六
）、
こ
こ
で
は
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
論
の
社
会
学
的
展
開
に
と
っ
て
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の

社
会
学
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
と
い
う
論
点
に
集
中
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
は
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
概
念
の
基
本
的
な
要
点
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

Reality
と
い
う
言
葉
に
は
〈
主
観
〉
と
〈
客
観
〉
あ
る
い
は
〈
意
識
〉
と
〈
実
在
〉
と
い
う
決
し
て
容
易
に
折
り
合
わ
な
い
問

題
系
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
言
葉
を
不
用
意
に
用
い
よ
う
と
す
る
と
た
ち
ど
こ
ろ
に
哲
学
的
迷
宮
の
中
に
迷
い
込
ん
で

し
ま
う
。
本
研
究
の
限
定
さ
れ
た
目
的
に
と
っ
て
は
、
人
間
の
意
識
が
任
意
の
対
象
を
何
ら
か
の
意
味
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
に
関

わ
る
概
念
で
あ
る
と
定
義
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う）1
（

。
つ
ま
り
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
に
つ
い
て
考
え
る
と
は
、
対

象
の
意
味
の
自
明
性
を
疑
う
こ
と
、
も
っ
と
厳
密
に
い
え
ば
、
対
象
の
自
明
性
を
構
成
さ
れ
た
意
味
と
い
う
地
平
に
乗
せ
る
こ
と
に
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0

0

0

0

0
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っ
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疑
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こ
と
を
意
図
す
る
概
念
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
有
益
で
あ
る
。

　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
に
と
っ
て
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
概
念
こ
そ
が
理
論
的
に
み
て
決
定
的
に
重
要
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
場
合
、

そ
れ
は
観
察
対
象
の
自
明
性
を
疑
う
と
い
う
あ
ら
ゆ
る
学
問
研
究
に
と
っ
て
も
っ
と
も
基
本
的
で
重
要
な
作
業
が
、
本
研
究
に
お
い

て
は
「
意
味
」
問
題
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ）2
（

。

　

第
二
に
、
こ
れ
と
並
ん
で
重
要
な
こ
と
は
、
長
い
哲
学
史
的
背
景
を
持
つ
こ
の
概
念
を
、
社
会
学
者
た
ち
が
経
験
的
に
観
察
可
能

な
領
域
に
移
し
変
え
て
社
会
学
的
に
研
究
す
る
た
め
の
道
筋
を
つ
く
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学

を
用
い
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
社
会
学
を
徹
底
的
に
吟
味
し
、
社
会
学
の
哲
学
的
基
礎
付
け

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

の
作
業
を
試
み
た
こ
と
は
本
研
究
に

と
っ
て
も
極
め
て
重
大
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
シ
ュ
ッ
ツ
が
『
社
会
的
世
界
の
意
味
構
成
』
に

お
い
て
示
し
た
あ
の
執
念
の
理
論
的
探
求
の
足
取
り
を
辿
る
こ
と
は
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
社
会
的
意
味
」
の
研
究
に
関
わ
る
者
に

と
っ
て
も
必
須
の
課
題
で
あ
る
。

　

だ
が
、
本
研
究
に
と
っ
て
の
よ
り
直
接
的
恩
恵
は
、
こ
う
し
た
社
会
学
の
哲
学
的
基
礎
付
け
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
シ
ュ
ッ
ツ
の



51

ジャーナリズムと社会的意味

切
り
拓
い
た
地
平
の
上
に
、
後
続
の
研
究
者
た
ち
が
、
社
会
学
的
な
記
述
の
中
に
哲
学
的
な
主
題
を
変
奏
し
て
織
り
込
む
文
体

0

0

0

0

0

0

0
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を
開

発
し
旺
盛
に
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

　

シ
ュ
ッ
ツ
の
現
象
学
的
社
会
学
を
発
展
的
に
継
承
し
た
バ
ー
ガ
ー
と
ル
ッ
ク
マ
ン
は
、「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
構
成
と
い
う
主
題
を

哲
学
の
領
域
か
ら
意
識
的
に
切
り
離
す
こ
と
を
選
択
し
、〈「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
は
社
会
的
に
構
築）（
（

さ
れ
る
〉
と
い
う
有
名
な
命
題
を
打

ち
出
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
主
題
を
哲
学
的
領
域
か
ら
取
り
出
し
て
、
よ
り
経
験
的
な
社
会
学
的
課
題
と
し
て
再
定
義
し
、
こ
こ
に

社
会
学
が
新
た
に
取
り
組
む
べ
き
中
心
的
主
題
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
こ
に
新
た
に
設
定
さ
れ
た
課
題
は
、
徹
頭
徹
尾
経
験
的
な
観
察
の
み
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
類
の
問

題
で
な
か
っ
た
こ
と
も
い
ま
と
な
っ
て
は
明
ら
か
で
あ
る
。
バ
ー
ガ
ー
と
ル
ッ
ク
マ
ン
は
シ
ュ
ッ
ツ
が
専
念
し
た
社
会
学
の
哲
学
的

基
礎
付
け
と
い
う
課
題
か
ら
は
明
確
に
手
を
切
っ
た
が
、
伝
統
的
な
哲
学
の
主
題
を
全
て
否
定
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

彼
ら
が
や
ろ
う
と
し
た
の
は
、
経
験
的
な
社
会
学
の
思
考
領
域
の
中
に
伝
統
的
な
哲
学
の
主
題
を
静
か
に
導
き
入
れ
、
社
会
学
者
と

し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
も
と
に
彼
ら
な
り
の
「
哲
学
的
探
求
」
を
行
お
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る）4
（

。

　

こ
う
し
た
哲
学
的
探
求
と
い
う
意
欲
を
大
な
り
小
な
り
持
ち
合
わ
せ
、「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
社
会
的
構
築
の
課
題
に
取
り
組
み
は

じ
め
た
社
会
学
者
を
構
築
主
義）5
（

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る）（
（

。
し
か
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
領

域
に
お
い
て
「
構
築
主
義
的
」
な
発
想
が
広
く
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
及
ん
で
、「
構
築
主
義
」
と
い
う
看
板
を
掲
げ
る
こ
と

が
か
え
っ
て
多
様
な
研
究
の
内
実
の
差
異
を
分
か
り
に
く
く
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　

本
研
究
が
高
く
評
価
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
社
会
学
の
諸
研
究
の
多
く
に
共
通
す
る
の
は
、
主
観
主
義
的
社
会
学
と
客
観
主
義
的
社

会
学
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
系
を
上
手
く
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
新
し
い
問
い
の
地
平
を
切
り
拓
く
こ
と
で
、
経
験
的
な
社
会
学
的
記
述
の

可
能
性
を
大
き
く
拡
大
さ
せ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
神
の
〈
実
在
〉
は
物
理
的
に
確
か
な
も
の
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
時
と
し
て
人
々
に
と
っ
て
神
の
存
在
が
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「
リ
ア
ル
」
な
も
の
と
な
り
得
る
の
か
？
と
い
う
宗
教
的
信
仰
に
関
す
る
社
会
学
的
問
い
は
そ
の
巧
み
な
例
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う

（Berger 197（

）。
ま
た
人
種
は
厳
密
に
い
っ
て
生
物
学
的
根
拠
（
実
体
的
根
拠
）
を
持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
人
々
に

と
っ
て
社
会
的
に
「
リ
ア
ル
」
な
も
の
で
あ
り
続
け
る
の
か
？
と
い
う
人
種
の
社
会
学
に
お
け
る
問
い
も
同
様
で
あ
る
（
竹
沢
編 

二

〇
〇
九
）。
こ
う
し
た
成
功
例
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
や
社
会
問
題
の
社
会
学
に
も
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
〈
主
観
〉
と

〈
客
観
〉
の
問
題
系
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
的
な
記
述
が
そ
の
ま
ま
「
哲
学
的
探
求
」
の
文
脈
で
意
義
を
持
ち
得
る

新
た
な
社
会
学
的
問
い
の
地
平
を
切
り
拓
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

第
２
節　

マ
ス･

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
、
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
に
お
け
る 

 
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
論

　
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
社
会
学
の
研
究
成
果
が
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
に
お
け
る
〈
脱
効
果
研
究
〉
と
い
う
大
き
な
理

論
的
潮
流
を
支
え
た
重
要
な
理
論
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
〈
脱
効
果
研
究
〉
の
知
的
運
動
を
つ
く
り
だ
し
た
も
っ
と
も
大
き
な
力
が
、
西
欧
を
震
源
地
と
し
て
展
開
し
た
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・

ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
（
Ｃ
Ｓ
）
で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
知
的
変
革
の
力
は
現
在
に
至
る
ま
で
精
力
的
な
成
果

を
生
み
出
し
続
け
、
結
果
的
に
マ
ス･

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
内
部
の
「
批
判
学
派
」
と
い
う
位
置
か
ら
突
き
抜
け
て
、
い
ま

や
〈
メ
デ
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ）7
（

〉
と
い
う
新
た
な
研
究
分
野
と
し
て
分
離
独
立
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
そ
の

知
的
変
革
の
意
義
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
語
っ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
改
め
て
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
こ
の
〈
脱
効
果
研
究
〉
の
大
き
な
流
れ
が
Ｃ
Ｓ
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
社

会
学
も
ま
た
、「
一
方
向
的
な
情
報
の
流
れ
」
と
い
う
効
果
研
究
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
依
拠
す
る
既
存
の
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
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ン
観
を
刷
新
し
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
プ
ロ
セ
ス
モ

デ
ル
を
提
供
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
と
い
う
事
実
だ
。

　

中
で
も
ア
ド
ー
ニ
と
メ
イ
ン
が
既
存
の
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
、
メ

デ
ィ
ア
社
会
学
の
主
要
な
成
果
を
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
論
の
文
脈
に
お
い
て
包
括
的
に
再

把
握
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
点
は
興
味
深
い
（A

doni &
 M

ane 1984

）。
彼
ら
は
社
会

的
リ
ア
リ
テ
ィ
の
主
観
的
次
元
、
客
観
的
次
元
、
象
徴
的
次
元
を
既
存
研
究
が
ど
の
よ

う
に
考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元
を
ど
の
よ
う
に
理
論
や
仮
説
の
中
に
位
置
付
け
た
か
を

比
較
・
分
類
す
る
こ
と
で
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
、
メ
デ
ィ
ア
社
会
学
の

理
論
的
な
統
合
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

　

彼
ら
の
提
示
し
た
ア
イ
デ
ア
は
必
ず
し
も
フ
レ
ー
ム
論
の
文
脈
に
応
用
さ
れ
て
き
た

わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
彼
ら
の
議
論
を
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
、

政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
重
要
な
知
的
共
有
財
産
と
み
な
し
得
る
と
い
う
判
断

に
立
つ
（
例
え
ば
大
石 

一
九
九
八
、
二
〇
〇
五
）
の
で
あ
れ
ば
、
上
の
図
に
示
さ
れ
る

よ
う
な
考
え
方
は
さ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
は
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
を
、

政
策
過
程
、
報
道
過
程
、
世
論
過
程
の
三
領
域
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
多
様

な
フ
レ
ー
ム
が
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
る
状
況
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
フ
レ
ー
ム
は

争
点
に
つ
い
て
の
「
考
え
方
」
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で
い
う
「
考
え
方
」
は
単

に
「
意
見
」
の
み
を
指
す
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
争
点
に
関
す
る
意
見
の
も
っ
と
も
ら

メディア・フレーム
mf1　mf2　mf（　mf4…

政策フレーム
pf1　pf2　pf（　pf4…

オーディエンス・フレーム
af1　af2　af（　af4…

⇔ ⇔

図　政策フレーム、メディア・フレーム、オーディエンス・フレームの
相互作用としての集合的コミュニケーション過程
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し
さ
や
本
当
ら
し
さ
を
支
え
て
い
る
意
味
の
地
平
を
含
む
も
の
、
つ
ま
り
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
問
題
を
組
み
込
ん
だ
表
現
と
し
て
理

解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
と
は
、
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
け
る
フ
レ
ー
ム
が
互
い
に
結
び
つ
き
支
え
合
う
関
係
を

つ
く
り
な
が
ら
任
意
の
フ
レ
ー
ム
の
強
度
を
高
め
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
政
策
→
報
道
→
世
論
と
い

う
一
方
向
へ
と
影
響
が
伝
達
さ
れ
る
と
い
う
効
果
研
究
の
発
想
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る
争
点
に
関
し
て
競
合
的
な
関
係
に
あ
る
複

数
の
フ
レ
ー
ム
が
互
い
に
争
う
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
形
で
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
、
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
過
程
を
把
握
す
る
試
み
が
必
ず
し
も
研

究
者
の
中
で
通
説
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
が
生
み
出
し
た
有
力
説
と
し
て
尊
重
す

る
こ
と
は
妥
当
な
判
断
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
フ
レ
ー
ム
概
念
と
は
、「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
構
成
、
構
築
に
つ
い
て
経
験
的
な

「
意
味
」
の
分
析
と
し
て
遂
行
す
る
方
法
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

特
に
報
道
の
領
域
に
お
け
る
「
メ
デ
ィ
ア
・
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
経
験
的
分
析
の
成
果
を
こ
の
集
合
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程

の
他
の
分
析
的
成
果
と
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献
し
て
き
た
の
が
社
会
学
的
な
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
論
で
あ
っ
た
。
ゲ
イ
・

タ
ッ
ク
マ
ン
の
「
ニ
ュ
ー
ス
の
フ
レ
ー
ム
」（T

uchm
an 1978

）、
ト
ッ
ド
・
ギ
ト
リ
ン
の
「
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
」（Gitlin 

1980

）
の
概
念
は
そ
の
先
駆
的
な
業
績
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
先
行
研
究
を
洗
練
さ
せ
て
い
っ
た
の
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ャ
ム
ソ
ン

の
一
連
の
研
究
で
あ
っ
た
（
例
え
ばGam

son 1985, 1988, 1989
）。
ギ
ャ
ム
ソ
ン
は
フ
レ
ー
ム
分
析
の
調
査
方
法
を
開
発
し
、
洗
練

さ
せ
て
い
く
と
同
時
に
、
先
の
図
と
同
じ
も
の
を
提
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
を
相
互
作
用
シ
ス
テ
ム
と
し
て

把
握
し
、
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
と
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
・
フ
レ
ー
ム
の
相
互
作
用
の
プ
ロ
セ
ス
を
分
析
す
る
研
究
を
行
い
、
こ
れ
ら

を
構
築
主
義
的
な
社
会
理
論
に
よ
っ
て
説
得
的
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
社
会
的
意
味
」
は
以
上
の
よ
う
な
マ
ス･

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
、
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過



55

ジャーナリズムと社会的意味

程
に
つ
い
て
の
着
想
を
理
論
的
前
提
と
し
な
が
ら
研
究
を
進
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
メ
デ
ィ
ア
・
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
分

析
を
機
軸
と
し
な
が
ら
、
争
点
や
社
会
問
題
に
つ
い
て
の
あ
る
考
え
方
が
政
策
、
報
道
、
世
論
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
自
明
性
を
獲

得
し
、「
常
識
」
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
照
準
を
絞
る
と
い
う
の
が
本
研
究
の
基
本
方
針
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

「
メ
デ
ィ
ア
・
リ
ア
リ
テ
ィ
」、
つ
ま
り
新
聞
や
テ
レ
ビ
映
像
の
中
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
自
明
性
を
構
成
さ
れ
た

0

0

0

0

0

「
意
味
0

0

」
と
し

て
分
析
す
る
た
め
の
視
角
が
必
要
に
な
る
。

　

で
は
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
を
ど
こ
か
ら
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？　

わ
れ
わ
れ
は
メ
デ
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
研
究

成
果
や
批
判
的
言
説
分
析
な
ど
か
ら
多
く
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
は
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
、
言
語
、
記
号

に
つ
い
て
徹
底
し
た
考
察
を
進
め
て
き
た
一
連
の
研
究
成
果
か
ら
多
く
の
重
要
な
基
礎
概
念
を
借
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
肝

心
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
論
に
つ
い
て
は
ギ
ャ
ム
ソ
ン
が
多
く
の
研
究
成
果
を
出
し
た
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
、「
リ
ア
リ

テ
ィ
」
の
社
会
学
の
視
座
と
の
結
び
つ
き
を
少
し
ず
つ
失
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
（
烏
谷 

二
〇
一
六
）
で
論
じ
た
こ
と
な
の
で
省
略
す
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ

レ
ー
ム
論
の
研
究
動
向
に
関
す
る
限
り
、
効
果
研
究
が
最
大
勢
力
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
フ
レ
ー
ム
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に

あ
っ
て
、「
メ
デ
ィ
ア
・
リ
ア
リ
テ
ィ
」
を
分
析
す
る
と
い
う
問
題
意
識
そ
の
も
の
が
後
景
に
退
い
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
本
稿

に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
こ
の
失
わ
れ
た
結
び
つ
き
を
取
り
戻
す
こ
と
に
あ
る
。

第
３
節　
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
論
へ
の
批
判
的
再
構
成

　

１　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
い
か
に
し
て
可
能
か
？

　

失
わ
れ
た
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
論
と
の
結
び
つ
き
を
取
り
戻
す
た
め
に
も
、
一
度
、
フ
レ
ー
ム
と
い
う
概
念
の
初
心
に
立
ち
戻
る
と
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こ
ろ
か
ら
再
出
発
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ベ
イ
ト
ソ
ン
が
い
ち
早
く
フ
レ
ー
ム
の
概
念
を
用
い
て
取
り
組
ん
だ
こ
と
は
、
論
理
学
の
問
題
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
論
の
問
題
と
し
て
読
み
換
え
る
試
み
で
あ
っ
）
9
）（
8
（

た
。
ベ
イ
ト
ソ
ン
は
、
人
が
し
ば
し
ば
ク
ラ
ス
と
メ
ン
バ
ー
の
混
同
、
す
な
わ

ち
抽
象
性
の
次
元
を
取
り
違
え
て
物
事
を
考
え
て
い
る
こ
と
を
戒
め
た
論
理
階
型
論
の
成
果
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
生

あ
る
も
の
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
よ
り
豊
か
に
理
解
す
る
こ
と
に
は
繋
が
ら
な
い
と
指
摘
し
た
（Bateson 1955

→1972=2000: 

27（

）。
む
し
ろ
抽
象
性
の
次
元
を
複
雑
高
度
に
操
作
し
、
そ
の
も
つ
れ
や
ね
じ
れ
を
意
図
的
に
演
出
し
て
笑
い
や
ユ
ー
モ
ア
を
生
み

出
す
人
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
驚
く
べ
き
可
能
性
に
こ
そ
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た）（（
（

。

　

ベ
イ
ト
ソ
ン
の
フ
レ
ー
ム
概
念
は
、
例
え
ば
真
面
目
な
会
話
の
中
に
自
在
に
冗
談
を
織
り
込
み
な
が
ら
会
話
を
楽
し
む
こ
と
の
で

き
る
人
間
の
メ
タ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
メ
タ･

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
や
り
取
り
さ
れ

る
発
話
の
う
ち
、
ど
れ
が
「
真
面
目
」
で
ど
れ
が
「
冗
談
」
の
発
話
で
あ
る
か
と
い
う
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
の
決
定
に
関
わ
る
や
り

取
り
を
指
す
概
念
で
あ
る
（
同270

）。
こ
の
と
き
、
さ
な
が
ら
絵
画
の
額
縁
が
背
景
の
壁
か
ら
絵
の
内
容
を
区
別
し
て
括
り
取
り
、

絵
に
注
目
す
る
よ
う
要
求
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
真
面
目
な
発
話
か
ら
「
冗
談
」
の
発
話
を
区
別
し
て
括
り
取
る

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
要
求
す
る

サ
イ
ン
の
受
け
渡
し
が
行
わ
れ
る
メ
タ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
側
面
が
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
と
呼
ば
れ
た
の
だ
（
同2（9

）。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
に
、
絵
画
の
額
縁
と
い
う
誰
で
も
知
っ
て
い
る
単
純
な
と
こ
ろ
か
ら
説
き
起
こ
し
、
人
間
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
奥
深
い
秘
密
に
少
し
ず
つ
に
じ
り
寄
っ
て
い
こ
う
と
す
る
ベ
イ
ト
ソ
ン
の
思
考
の
道
筋
が
、
難
解
な
問
題
を

可
能
な
限
り
シ
ン
プ
ル
で
分
か
り
や
す
い
言
葉
で
解
こ
う
と
し
た
彼
の
思
想
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
フ
レ
ー
ム
分
析
を

行
う
も
の
が
す
べ
か
ら
く
見
習
う
べ
き
美
徳
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
だ
。「
フ
レ
ー
ム
」
と
は
、
ま
ず
難
解
な
理
論
で
あ
る
と
い

う
よ
り
も
、
単
純
な
メ
タ
フ
ァ
ー
か
ら
出
発
し
て
対
象
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
く
と
い
う
観
察
方
法
上
の
シ
ン
プ
ル
な
戦
略
を
指
す

言
葉
と
し
て
生
ま
れ
た
の
だ
。
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ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ャ
ム
ソ
ン
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
英
語
のfram

e

に
は
「
絵
画
の
額
縁
」（fram

e as in picture fram
e

）
と

い
う
意
味
の
ほ
か
に
「
建
物
の
骨
組
み
」（fram

e as in the fram
e of a building

）
と
い
う
意
味
も
あ
る
（Gam

son et al. 1992: 

（85

）。
フ
レ
ー
ム
分
析
に
お
い
て
は
双
方
の
意
味
合
い
が
混
在
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
分
が
い
か

な
る
メ
タ
フ
ァ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
有
益
な
の
か
を
正
確
に
見
極
め
て
お
く
こ
と
は
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。

　

容
易
に
推
察
で
き
る
よ
う
に
、「
絵
画
の
額
縁
」
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
る
方
法
は
、
注
目
す
る
対
象
と
そ
れ
以
外
を
境
界
づ
け
る

も
の
、
な
い
し
は
視
界
に
課
せ
ら
れ
る
制
限
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、「
建
物
の
骨
組
み
」
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
る

方
法
は
、
表
立
っ
て
目
に
付
か
な
い
潜
在
的
な
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
同（85

）。

　

第
二
に
、
ベ
イ
ト
ソ
ン
に
と
っ
て
フ
レ
ー
ム
と
い
う
概
念
が
あ
く
ま
で
も
暫
定
的
な
ア
イ
デ
ア
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
彼
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
は
、
本
研
究
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
い
か
に
し
て
可
能
か
？
」
と
い

う
問
い
を
突
き
詰
め
て
み
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る）（（
（

。
し
た
が
っ
て
あ
る
時
に
は
フ
レ
ー
ム
と
い
う
概
念
で
狙
っ
て
い
た
標
的
を
、

別
の
文
脈
で
は
論
理
階
型
と
呼
ん
だ
り
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
呼
ん
だ
り
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
分
析

的
知
見
を
総
括
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
差
異
」
と
い
う
概
念
に
大
き
な
役
割
を
与
え
、
壮
大
な
精
神
の
生
態
学
へ
の
展
望
を
示
し

て
み
せ
た
。

　

社
会
学
者
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
ゴ
フ
マ
ン
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
が
（W
inkin 1988=1999: 14（

）、
彼
の
一
連
の
著
作
も
本
研
究
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
常
に
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
い
か

に
し
て
可
能
か
？
」
と
い
う
問
い
と
深
く
関
わ
り
続
け
て
い
た
。
理
論
的
に
み
て
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、Fram

e A
nalysis

に
お
い
て
ゴ
フ
マ
ン
が
、
ベ
イ
ト
ソ
ン
的
な
フ
レ
ー
ム
論
の
成
果
を
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
シ
ュ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
社
会
学
に
持
ち
込
ま

れ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
（reality

）
の
理
論
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
意
味
付
け
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
フ
レ
ー
ム
概
念
と
リ
ア
リ
テ
ィ
概

念
の
運
命
的
な
出
会
い
が
ゴ
フ
マ
ン
の
手
に
よ
っ
て
実
現
し
た
の
で
あ
り
、
ゴ
フ
マ
ン
は
こ
の
二
つ
の
概
念
の
出
会
う
と
こ
ろ
に
社
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会
学
の
新
た
な
可
能
性
の
領
野
を
切
り
拓
い
て
い
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。

　

マ
ス･

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
や
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
で
あ
れ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
で
あ
れ
、
彼
ら
の
議
論
の
根

底
に
あ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
い
か
に
し
て
可
能
か
？
」
と
い
う
問
い
は
是
非
共
有
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え

で
フ
レ
ー
ム
と
い
う
概
念
が
あ
く
ま
で
も
こ
の
大
き
な
問
い
に
回
答
す
る
た
め
の
道
具
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
出
発
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
な
の
は
、
人
々
が
フ
レ
ー
ム
を
共
有
す
る
メ
タ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

遂
行
能
力
を
有
す
る
か
ら
と
い
う
解
が
示
さ
れ
る
わ
け
だ
。

　

だ
が
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
い
か
に
し
て
可
能
か
？
」
と
い
う
大
き
な
問
い
に
対
す
る
解
は

「
フ
レ
ー
ム
」
以
外
に
も
無
数
に
あ
り
得
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
フ
レ
ー
ム
」
は
あ
く
ま
で
も
ひ
と
つ
の
解
に
過

ぎ
な
い
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
で
き
る
だ
け
自
由
か
つ
柔
軟
な
発
想
で
考
え
始
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
も
わ
れ
わ
れ
は

ベ
イ
ト
ソ
ン
の
洗
礼）（（
（

を
受
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
例
え
ば
彼
は
最
初
に
フ
レ
ー
ム
の
概
念
を
提
起
し
た
「
遊
び
と
空
想
の
理
論
」

を
発
表
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、「
輪
郭
は
な
ぜ
あ
る
の
か
」
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
文
章
の
中
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て

い
る
。

娘
：
パ
パ
、
輪
郭
は
ど
う
し
て
あ
る
の
？

父
：
輪
郭
？　

輪
郭
っ
て
あ
る
の
か
ね
。
ど
ん
な
も
の
に
輪
郭
が
あ
る
ん
だ
？

娘
：
全
部
よ
。
絵
を
描
く
と
き
、
ど
ん
な
も
の
で
も
輪
郭
を
描
く
で
し
ょ
う
？　

そ
れ
、
な
ぜ
な
の
か
な
っ
て
…
…
。

父
：
羊
の
群
れ
は
ど
う
だ
？　

一
頭
の
羊
じ
ゃ
な
く
て
群
れ
全
体
。
そ
れ
に
も
輪
郭
が
あ
る
か
？

　
「
会
話
」
は
ど
う
だ
？
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娘
：
も
う
！　

会
話
の
形
な
ん
て
絵
に
描
け
な
い
で
し
ょ
？　
「
も
の
」
よ
、
あ
た
し
の
言
っ
て
る
の
は
。

 

（Bateson 1972

＝2000: 70

）

　
「
輪
郭
は
ど
う
し
て
あ
る
の
？
」
と
い
う
恐
ろ
し
い
質
問
に
対
し
て
、「
ど
ん
な
も
の
に
輪
郭
が
あ
る
ん
だ
？
」
と
い
う
と
ん
で
も

な
い
逆
質
問
が
返
さ
れ
る
。
珍
妙
で
ち
ぐ
は
ぐ
な
娘
と
父
の
会
話
の
形
を
取
り
な
が
ら
、
ま
さ
に
想
像
を
絶
す
る
哲
学
問
答
が
交
わ

さ
れ
て
い
る
が
、
一
体
こ
こ
で
何
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

こ
の
や
り
取
り
か
ら
読
み
取
る
べ
き
基
本
的
含
意
は
、
輪
郭
が

0

0

0

「
も
の
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

0

」
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
う
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
が
対
象
を
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
し
て
構
成
す
る
際
に
は
い
つ
も
「
輪
郭
」
が
象
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
だ
。
否
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
「
リ
ア
ル
」
に
感
じ
る
た
め
に
は
ま
ず
「
輪
郭
」
が
獲
得
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。「
輪
郭
」
は
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
知
覚
的
構
成
の
前
提
条
件
と
い
っ
て
よ
い
。

　

眼
前
の
コ
ッ
プ
や
本
と
い
う
物
質
に
は
絶
対
的
な
「
輪
郭
」
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
れ
は
誤
解
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
述
べ

た
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
視
覚
的
に
獲
得
で
き
る
「
輪
郭
」
は
、
任
意
の
「
射
映
」
と
し
て
切
り
取
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い

（H
usserl 191（=1979: 178

）。
少
し
角
度
を
変
え
る
だ
け
で
「
射
映
」
と
し
て
切
り
取
ら
れ
る
眼
前
の
コ
ッ
プ
の
「
輪
郭
」
が
変
化

す
る
こ
と
は
誰
に
で
も
分
か
る
こ
と
だ
。

　

ベ
イ
ト
ソ
ン
の
発
想
が
闊
達
な
の
は
、
こ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
応
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。
彼
が
指
摘
す
る
と
お
り
、

時
間
や
空
間
に
は
「
区
切
り
」
が
あ
り
、
会
話
に
も
、
歴
史
に
も
「
区
切
り
」
が
あ
る
。
物
事
に
は
重
要
な
「
区
別
」
が
あ
り
、
人

間
や
動
物
の
群
れ
に
も
「
境
界
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
「
区
別
」「
区
切
り
」「
境
界
」「
輪
郭
」
は
あ
る
も
の
を
他
か
ら
際
立
た
せ
る

「
差
異
0

0

」
の
あ
り
か
を
知
ら
せ
る
は
た
ら
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
表
現
す
る
概
念
群
で
あ
り
、「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
構
成
原
理
と
し
て
研
究
す
る
必
要
の

あ
る
主
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
意
味
」
問
題
は
「
差
異）（（
（

」
問
題
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
わ
け
だ
。



（0

法学研究 90 巻 1 号（2017：1）
　

リ
ア
リ
テ
ィ
の
構
成
と
い
う
表
現
は
研
究
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
常
套
句
と
し
て
定
着
し
て
き
た
た
め
そ
の
初
心
が
捉
え

難
い
部
分
も
あ
る
が
、
本
研
究
で
は
こ
の
表
現
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
お
こ
う
。
つ
ま
り
、「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
構
成
と
は
、
差

異
が
意
味
を
生
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
る
構
成
さ
れ
た
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
が
人
々
に
共
有
さ
れ
、
自
明
視
さ
れ
、
制
度
化

さ
れ
、
社
会
的
世
界
の
中
に
自
ら
の
「
意
味
」
を
具
現
化
し
、
客
観
化
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
構
築
と
表
現
す

る
。
双
方
を
と
も
に
表
現
し
た
い
場
合
に
は
、「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
構
成
・
構
築
と
表
記
す
る
。

第
４
節　

テ
ク
ス
ト
密
着
型
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
向
け
て

　

１　

疑
う
方
法
と
し
て
の
「
テ
ク
ス
ト
」

　

さ
て
、
以
上
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
論
を
換
骨
奪
胎
し
、「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
論
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た
理
論
的
視
角
か
ら
、
今
後

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
社
会
的
意
味
に
関
す
る
事
例
研
究
を
本
格
的
に
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
は
最
後
に

い
く
つ
か
の
点
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　

ひ
と
つ
は
、
事
例
研
究
を
実
際
に
進
め
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
を
丁
寧
に
読
む
、
テ
ク
ス
ト
密
着
型
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
テ
ク
ス
ト
を
丁
寧
に

0

0

0

0

0

0

0

0

「
読
む
0

0

」
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か

は
厳
密
に
、
理
論
的
に
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
大
問
題
で
あ
る
。

　

テ
ク
ス
ト
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
も
フ
レ
ー
ム
と
同
様
の
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
今
日
メ
デ
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
多
く
の

教
科
書
に
は
テ
ク
ス
ト
分
析
の
方
法
が
分
か
り
や
す
く
示
さ
れ
て
お
り
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
が
大
い
に
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
テ
ク
ス

ト
と
い
う
言
葉
か
ら
そ
の
ま
ま
特
定
の
決
ま
っ
た
分
析
方
法
を
連
想
す
る
と
い
う
状
況
は
お
そ
ろ
し
く
有
害
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、「
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
概
念
も
ま
た
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
概
念
と
同
様
に
本
来
的
に
は
疑
う
た
め
の
方
法
を
意
味
す
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る
も
の
だ
か
ら
だ
。
テ
ク
ス
ト
と
正
面
か
ら
向
き
合
う
目
的
は
、
一
般
的
に
は
「
常
識
」
や
権
威
的
解
釈
を
疑
う
た
め
に
「
常
識
」

の
網
の
目
か
ら
抜
け
落
ち
零
れ
て
い
る
小
さ
な
「
差
異
」
を
テ
ク
ス
ト
の
中
に
見
出
す
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
学
研
究
の
た
め
で

あ
ろ
う
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
た
め
で
あ
ろ
う
が
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。
自
ら
の
思
考
を
支
配
し
て
い
る
不
可
視
の
前
提

を
相
対
化
す
る
た
め
に
こ
そ
「
テ
ク
ス
ト
」
に
向
き
合
う
と
い
う
の
に
、
そ
の
方
法
が
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
る
と
は
一
体
ど
う
い
う

こ
と
だ
ろ
う
か
？

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
フ
レ
ー
ム
分
析
と
い
お
う
が
、
テ
ク
ス
ト
分
析
と
い
お
う
が
、
人
間
の
生
き
る
社
会
的
世
界
の
底
な
し
の
意
味

の
可
能
性
、
多
義
性
と
直
面
す
る
こ
と
の
根
源
的
な
恐
怖
感
が
研
究
者
の
思
考
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

無
限
の
意
味
の
可
能
性
と
直
面
し
当
惑
す
る
が
ゆ
え
に
、
複
雑
性
を
縮
減
す
る
行
為
を
正
当
化
す
る
た
め
の
色
々
な
理
屈
を
持
ち
出

し
て
、
一
体
何
か
ら
考
え
始
め
れ
ば
よ
い
の
か
途
方
に
く
れ
る
と
い
う
状
況
か
ら
安
全
に
救
出
し
て
く
れ
る
方
便
を
わ
れ
わ
れ
は
い

つ
も
求
め
て
お
り
、
そ
の
方
便
に
よ
っ
て
常
に
自
ら
欺
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
が
目
指
し
た
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
も
の
を
考
え
よ
う
と
す
る
人
間
が
自
ら
を
欺
か
な
い
よ
う
に
考
え

を
深
め
て
い
く
に
は
ど
の
よ
う
な
道
筋
を
辿
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
か
を
考
え
抜
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
彼
に

と
っ
て
哲
学
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る
こ
と
と
ほ
ぼ
同
義
で
も
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
彼
は
デ
カ
ル
ト
の
偉
業
の
意
味
に
つ
い
て
論

じ
る
中
で
次
の
よ
う
な
印
象
深
い
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

真
剣
に
哲
学
者
に
な
ろ
う
と
す
る
人
は
誰
で
も
、「
一
生
に
一
度
は
」
自
分
自
身
へ
と
立
ち
帰
り
、
自
分
に
と
っ
て
こ
れ
ま
で
正
し
い
と
思

わ
れ
て
来
た
す
べ
て
の
学
問
を
転
覆
さ
せ
、
そ
れ
を
新
た
に
建
て
直
す
よ
う
試
み
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
な
い
し
知
恵
と
は
、

哲
学
す
る
者
の
一
人
一
人
に
関
わ
る
重
大
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
の
知
恵
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
普
遍
的
に
探
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
な
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が
ら
自
ら
獲
得
し
た
知
と
し
て
、
初
め
か
ら
そ
し
て
そ
の
歩
み
の
一
歩
一
歩
に
お
い
て
、
自
ら
の
絶
対
的
な
洞
察
に
基
づ
い
て
責
任
を
持
て

る
よ
う
な
知
、
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
目
標
に
向
か
っ
て
生
き
る
決
心
に
よ
っ
て
の
み
、
私
は
哲
学
者
と
な
る
の
だ
が
、
も

し
こ
の
よ
う
な
決
心
を
し
た
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
は
、
ま
っ
た
く
の
無
知
か
ら
始
め
る
道
を
選
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
明
ら
か

に
、
真
正
な
知
に
導
い
て
く
れ
る
前
進
の
方
法
を
ど
う
し
た
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
行
っ
た
省
察
は
、
デ
カ
ル
ト
と
い
う
哲
学
者
の
単
に
個
人
的
な
事
柄
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
、
た

だ
印
象
深
い
文
学
的
形
態
を
も
っ
て
最
初
の
哲
学
的
基
礎
付
け
の
叙
述
を
目
指
し
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
哲
学
を
始
め
る
者

そ
れ
ぞ
れ
に
必
要
な
省
察
の
原
型
を
表
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
の
み
哲
学
は
根
源
的
に
誕
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
（H

usserl 
1977=2001: 19

）。

　　

大
事
な
こ
と
は
こ
の
す
べ
て
の
学
問
を
転
覆
さ
せ
よ
う
と
す
る
途
方
も
な
い
試
み
を
、
た
と
え
さ
さ
や
か
な
が
ら
で
は
あ
っ
て
も

自
分
の
研
究
分
野
で
試
み
る
覚
悟
を
決
め
る
こ
と
だ
。
そ
う
す
れ
ば
、「
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
概
念
も
同
じ
よ
う
に
「
疑
う
」
た
め

の
融
通
無
碍
な
「
方
法
」
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
は
ず
だ
。

　

２　

テ
ク
ス
ト
と
「
濃
密
な
記
述
」

　

本
研
究
は
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
論
を
換
骨
奪
胎
し
て
リ
ア
リ
テ
ィ
論
と
し
て
再
構
成
す
る
試
み
で
あ
る
。
本
稿
で
触
れ
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
方
針
に
沿
っ
て
研
究
を
進
め
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
テ
ク
ス
ト
概
念
の
ほ
か
に
も
「
表
象
」、「
言

説
」
と
い
う
人
文
学
系
の
思
想
・
概
念
か
ら
多
く
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
、
政

治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
と
い
う
社
会
科
学
の
領
域
に
お
い
て
発
展
し
て
き
た
研
究
を
批
判
的
に
再
構
成
す
る
作
業
を
、
人
文
科

学
の
手
を
借
り
な
が
ら
遂
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
道
筋
を
辿
る
者
は
誰
で
あ
れ
、
学
問
的
方
法
論
に
お
け
る
根
本
的
な
断
絶
、

容
易
に
解
消
し
き
れ
な
い
学
問
観
の
相
克
の
問
題
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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特
に
テ
ク
ス
ト
を
読
む
と
い
う
考
え
方
に
示
さ
れ
る
人
文
学
的
姿
勢
を
大
胆
に
取
り
込
む
場
合
、
社
会
科
学
が
要
請
す
る
「
観
察

の
信
頼
性
」
と
い
う
問
題
は
頭
の
痛
い
厄
介
な
問
題
と
し
て
残
り
続
け
る
。
最
後
に
こ
の
点
に
関
す
る
本
研
究
の
立
場
を
手
短
に
述

べ
て
結
び
と
し
た
い
。

　

本
研
究
は
従
来
の
内
容
分
析
が
絶
対
視
し
て
き
た
「
観
察
の
信
頼
性
」
と
い
う
学
問
的
価
値
を
必
ず
し
も
第
一
義
的
な
も
の
と
し

な
い
。
誰
が
や
っ
て
も
同
じ
よ
う
に
読
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
読
解
の
「
再
現
可
能
性
」
を
「
観
察
の
信
頼
性
」
を
担
保
す
る
重
要
な

手
段
と
考
え
る
「
内
容
分
析
」
の
立
場
が
、
本
研
究
の
想
定
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
と
っ
て
必
ず
し
も
有
益
な
も
の
と
は
み

な
さ
な
い
。

　

こ
こ
で
直
面
し
て
い
る
問
題
に
究
極
の
解
答
を
出
す
こ
と
は
本
研
究
の
能
力
と
守
備
範
囲
を
大
き
く
超
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
敢

え
て
い
え
ば
、
問
わ
れ
て
い
る
の
は
科
学
的
観
察
に
基
づ
く
説
明
／
記
述
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
強
度
の
問
題
で
あ
ろ
う
。「
再
現
可
能

性
」
を
担
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
／
記
述
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
強
度
を
確
保
す
る
こ
と
は
確
か
に
ひ
と
つ
の
有
力
な
方
法
で
は
あ

る
が
、
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
で
は
あ
り
得
な
い
。
対
象
の
意
味
構
成
が
複
雑
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
「
再
現
可
能
性
」
を
担
保
す
る
こ
と

は
調
査
手
続
き
に
お
い
て
事
実
上
不
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
内
容
分
析
は
社
説
記
事
を
「
賛
成
」「
反
対
」「
中

立
」
に
分
類
す
る
と
い
っ
た
作
業
に
自
己
限
定
を
行
う
（M

erton 1949=19（1: 409

）。
こ
う
し
た
分
析
を
無
意
味
で
あ
る
と
は
い
わ

な
い
が
、
か
つ
て
マ
ー
ト
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
観
察
の
信
頼
性
」
を
優
先
す
る
あ
ま
り
研
究
を
始
め
る
動
機
と
な
っ
た
は
ず
の

「
理
論
的
重
要
性
」
が
放
棄
さ
れ
て
し
ま
う
（
同409

）
と
い
う
本
末
転
倒
の
事
態
は
回
避
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
内
容
分
析
が
常
に

こ
の
レ
ベ
ル
の
単
純
さ
し
か
対
象
に
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、「
社
会
的
意
味
」
の
複
雑
な
構
成
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
よ

う
と
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
は
、
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
探
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

　

事
件
や
出
来
事
の
「
社
会
的
意
味
」
が
定
義
さ
れ
る
過
程
を
「
リ
ア
リ
テ
ィ
の
構
成
・
構
築
」
の
過
程
と
し
て
分
析
す
る
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
と
っ
て
は
、
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ー
ツ
の
い
う
「
濃
密
な
記
述
（thick description

））
（（
（

」（Geertz 197（=1987

）
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が
目
標
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
事
件
や
出
来
事
に
対
す
る
社
会
的
意
味
を
構
築
し
て
い
く

そ
の
文
脈
を
丁
寧
に
多
層
的
に
描
い
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
べ
き
で
あ
り
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
強
度
を
高
め
る
記
述
の
豊
か
さ
に
学
問

的
価
値
を
見
出
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

無
論
「
観
察
の
信
頼
性
」
を
第
一
義
と
し
な
い
と
い
う
選
択
は
、
不
正
確
な
資
料
の
読
み
方
や
論
理
の
飛
躍
を
許
容
す
る
も
の
で

は
な
い
。
ま
た
曖
昧
な
文
学
的
比
喩
を
弄
ん
で
何
か
を
読
み
解
い
た
気
に
な
る
と
い
う
緊
張
感
に
欠
け
た
研
究
に
安
住
す
る
た
め
の

方
便
で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
。
記
述
の
濃
密
さ
を
学
問
的
価
値
と
し
て
選
択
す
る
以
上
、
意
を
尽
く
さ
な
い
説
明
や
表
現
の
乏
し
さ

は
批
判
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、「
濃
密
な
記
述
」
と
い
う
質
的
方
法
を
選
択
し
た
場
合
に
「
観
察
の
信
頼
性
」
の
問
題
が
な

く
な
る
わ
け
で
は
な
い
点
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る）（（
（

。

　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
が
「
濃
密
な
記
述
」
と
い
う
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
既
存
の
ニ
ュ
ー
ス
生
産
の
社
会
学
の

研
究
成
果
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
時
、
よ
り
鮮
明
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
吉
本
隆
明
の
言
語
論
や
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
シ
ュ
ッ
ツ
の
現

象
学
的
社
会
学
の
成
果
に
依
拠
し
な
が
ら
『
言
語
と
し
て
の
ニ
ュ
ー･

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』、『
ニ
ュ
ー
ス
報
道
の
言
語
論
』
な
ど

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
新
し
い
可
能
性
を
切
り
拓
い
た
玉
木
明
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
課
題
が
経
験
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
社

会
学
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
乖
離
を
い
か
に
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
玉
木 

一
九
九
二
：

二
七
五
︲
六
）。
こ
こ
で
い
う
経
験
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
と
は
、
現
場
経
験
を
持
つ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
自
ら
の
経
験
を
反
省
的

に
語
る
も
の
の
こ
と
を
い
う
。
他
方
で
社
会
学
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
と
は
構
造
的
な
問
題
に
注
目
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
経
験

に
ほ
と
ん
ど
考
慮
を
払
わ
な
い
タ
イ
プ
の
研
究
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
玉
木
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
個
人
的
経
験
の
み
に
拘
泥
す

る
議
論
も
、
現
場
の
経
験
に
一
切
配
慮
し
な
い
研
究
も
十
分
と
は
い
え
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
（
同 

二
七
五
︲
六
）。

　

テ
ク
ス
ト
密
着
型
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
は
、
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
と
事
件
や
出
来
事
の
「
社
会
的
意
味
」
を
関
連
付
け
る
に

あ
た
っ
て
様
々
な
テ
ク
ス
ト
生
産
過
程
の
力
学
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
個
人
的
な
思
想
、
情
報
源
か
ら
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受
け
る
影
響
、
ニ
ュ
ー
ス
取
材
の
職
業
的
慣
行
、
組
織
が
有
す
る
資
源
、
媒
体
の
特
性
、
社
会
的
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
規
範
や

価
値
意
識
な
ど
テ
ク
ス
ト
の
社
会
的
意
味
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
は
多
数
存
在
す
る
し
、
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
分
類
す
る
の
が

も
っ
と
も
適
切
な
の
か
を
め
ぐ
っ
て
も
多
様
な
ア
イ
デ
ア
が
こ
れ
ま
で
の
送
り
手
研
究
、
ニ
ュ
ー
ス
生
産
の
社
会
学
、
メ
デ
ィ
ア
言

説
の
研
究
な
ど
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
（H

all 1982, D
avis 1985, Shoem

aker &
 Reese 199（

）。

　

す
な
わ
ち
、
テ
ク
ス
ト
を
「
読
み
」
な
が
ら
事
件
や
出
来
事
の
「
社
会
的
意
味
」
が
い
か
に
構
成
さ
れ
た
の
か
を
分
析
す
る
作
業

は
、
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
の
生
産
に
影
響
を
与
え
る
生
産
過
程
の
力
学
を
然
る
べ
き
文
脈
に
多
層
的
に
割
り
当
て
て
記

述
し
て
い
く
ま
さ
に
「
濃
密
な
記
述
」
の
実
践
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
テ
ク
ス
ト
の
生
産
に
関
わ
る
多
様
な
要
素
を
ど
の
よ
う
な
文
脈

に
割
り
当
て
る
べ
き
か
を
判
断
し
細
や
か
に
記
述
し
て
い
く
的
確
な
距
離
感
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
記
述
の
た
め
の
社
会

学
的
文
法
を
研
究
者
ひ
と
り
ひ
と
り
が
観
察
対
象
の
固
有
の
問
題
の
形
と
真
剣
に
対
話
し
な
が
ら
模
索
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
）　

し
か
し
実
際
に
は
こ
の
限
定
的
な
定
義
を
厳
密
に
突
き
詰
め
よ
う
と
し
た
途
端
に
、
研
究
者
の
間
の
重
大
な
見
解
の
相
違
が
露
呈
し

て
し
ま
う
。
バ
ー
ガ
ー
と
ル
ッ
ク
マ
ン
は
、
“reality
”と
い
う
概
念
を
「
わ
れ
わ
れ
自
身
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
一
つ
の
存
在
を
持
つ
と

認
め
ら
れ
る
現
象
（
わ
れ
わ
れ
は
〈
そ
れ
ら
を
勝
手
に
抹
消
し
て
し
ま
う
〉
こ
と
は
で
き
な
い
）
に
属
す
る
一
つ
の
特
性
」
と
し
て
定
義

し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
「
こ
れ
ら
の
現
象
がreal

で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
特
殊
な
性
格
を
そ
な
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
確
証
」

と
し
て
「
知
識
」
を
定
義
し
て
い
る
（Berger &

 Luckm
ann 19（（=1977: 1

）。
こ
の
定
義
は
シ
ュ
ッ
ツ
の
現
象
学
的
社
会
学
の
延
長

線
上
に
彼
ら
の
議
論
を
捉
え
よ
う
と
す
る
人
間
に
と
っ
て
は
決
し
て
分
か
り
や
す
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
惑
を
覚
え
る
も
の
で
あ

る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
説
明
に
お
い
て
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
は
「
知
識
」
と
明
確
に
分
離
、
区
別
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
シ
ュ
ッ

ツ
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
心
理
学
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
論
を
批
判
的
に
、
現
象
学
的
に
読
み
換
え
る
試
み
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
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ル
の
議
論
に
依
拠
し
な
が
ら
「
リ
ア
リ
テ
ィ
を
構
成
し
て
い
る
の
は
諸
々
の
対
象
の
存
在
論
的
な
構
造
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
の
諸
経

験
の
も
つ
意
味
」
で
あ
る
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
（Schutz 19（2=1985: （8

）。
シ
ュ
ッ
ツ
の
説
明
は
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
概
念
を
対
象

そ
の
も
の
の
性
質
で
は
な
く
、
対
象
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
経
験
す
る
「
意
味
」
の
側
に
明
確
に
力
点
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ
は
決
し
て

軽
く
扱
っ
て
よ
い
相
違
点
で
は
な
い
。

　

で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
相
違
が
生
ま
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
バ
ー
ガ
ー
ら
が
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
概
念
を
社
会
学
化
し
て
い
る
こ
と
に

理
由
が
あ
る
。
端
的
に
い
っ
て
、
バ
ー
ガ
ー
ら
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
論
は
シ
ュ
ッ
ツ
の
現
象
学
的
社
会
学
を
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
社
会
学
と
折

衷
す
る
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
い
う
と
こ
ろ
の
「
社
会
」
の
「
独
特
の
現
実
性
（
“reality sui generis

”）」

の
重
要
な
特
質
が
客
観
的
事
実
性

0

0

0

0

0

0

と
し
て
あ
る
と
同
時
に
主
観
的
意
味

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
も
あ
る
と
い
う
点
に
見
出
し
た
（Berger &

 
Luckm

ann 19（（=200（: 18

）。
つ
ま
り
現
象
学
が
提
起
し
た
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
論
を
「
意
味
」
問
題
と
し
て
解
く
と
い
う
理
論
図
式
に

非
常
に
大
き
な
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

バ
ー
ガ
ー
ら
の
著
書
の
訳
者
で
あ
る
山
口
節
郎
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
〈
現
実
構
成
主
義
者
〉
の
側
か
ら
み
る
と
、
バ
ー
ガ
ー
ら
が
あ
ま
り

に
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
社
会
学
に
妥
協
し
す
ぎ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
は
ず
だ
と
指
摘
し
て
い
る
が
（
山
口
二
〇
〇
三
：
三
二
〇
）、
理

論
的
に
み
れ
ば
こ
の
も
っ
と
も
中
心
的
概
念
で
あ
る
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
定
義
に
お
い
て
既
に
「
妥
協
」
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ッ

ツ
が
現
象
学
の
成
果
を
も
っ
て
対
峙
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
の
「
意
味
」
を
重
視
す
る
立
場
を
「
主
観
主
義
的
社
会
学
」
と
し
て
要
約

し
、
こ
れ
を
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
な
社
会
の
外
在
性
、
事
実
性
を
強
調
す
る
「
客
観
主
義
的
社
会
学
」
と
弁
証
法
的
に
把
握
す
る
と
い
う
理

論
的
操
作
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
研
究
は
、「
現
象
学
的
社
会
学
」
と
し
て
ひ
と
括
り
に
さ
れ
が
ち
な
シ
ュ
ッ
ツ
と
バ
ー
ガ
ー
＆
ル
ッ
ク
マ
ン
の
間
に
み
ら
れ
る
以
上

の
よ
う
な
重
要
な
差
異
の
持
つ
含
意
を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
論
は
あ
く
ま
で
も
「
意
味
」
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
を
基

本
と
し
つ
つ
も
、
こ
の
考
え
方
に
よ
っ
て
〈
主
観
〉
と
〈
客
観
〉
の
問
題
系
が
完
全
に
解
消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
立
場
に
立
つ
。

つ
ま
り
、〈
主
観
〉
と
〈
客
観
〉
と
い
う
永
遠
に
解
か
れ
る
こ
と
の
な
い
二
つ
の
問
題
系
の
間
に
あ
る
論
理
的
断
崖
に
現
在
も
っ
と
も
重

要
な
橋
を
か
け
て
い
る
の
が
「
意
味
」
概
念
で
あ
る
と
理
解
す
る
。

（
2
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
象
学
の
基
本
的
問
題
意
識
と
し
て
語
っ
た
次
の
よ
う
な
点
を
正
確
に
、
つ
ま
り
現
象
学
以
前

の
「
観
念
論
」
と
区
別
し
て
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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「
超
越
論
的
現
象
学
的
観
念
論
が
、
あ
の
種
の
観
念
論
、
つ
ま
り
実
在
論
に
よ
っ
て
も
っ
ぱ
ら
排
斥
さ
れ
る
べ
き
そ
の
敵
対
者
と
目
さ

れ
て
攻
撃
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
あ
の
種
の
観
念
論
と
は
、
根
本
本
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
そ
の
差
異
を
、
表
立
っ
て
明
確
に

示
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
次
の
差
異
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
象
学
的
観
念
論
は
、
実
在
的
世
界

の
（
そ
し
て
ま
ず
も
っ
て
は
自
然
の
）
現
実
的
存
在
な
ど
を
、
否
定
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
た
か
も
現
象
学
的
観
念
論
の
説
く

と
こ
ろ
で
は
、
実
在
的
世
界
は
一
つ
の
仮
象
で
あ
り
、
自
然
的
思
考
や
実
証
科
学
的
思
考
は
、
た
と
え
そ
れ
と
気
付
か
れ
ず
と
も
、
こ
の

仮
象
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
で
も
な
る
か
の
ご
と
く
、
実
在
的
世
界
の
現
実
的
存
在
を
、
否
定
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
現

象
学
的
観
念
論
の
唯
一
の
課
題
と
作
業
は
、
こ
の
世
界
の
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
り
、
正
確
に
言
え
ば
、
こ
の
世
界
が
万
人
に
と
っ

て
現
実
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
妥
当
し
か
つ
現
実
的
な
権
利
を
も
っ
て
妥
当
し
て
い
る
ゆ
え
ん
の
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
意
味
を
、
解

明
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
」（H

usserl 191（=1979: （（

）。

（
（
）　Construction

と
い
う
言
葉
の
訳
語
が
「
構
成
」
か
「
構
築
」
か
は
頭
の
痛
い
問
題
で
あ
る
が
、
脚
注
１
で
触
れ
た
よ
う
に
彼
ら

の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
論
は
社
会
学
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
強
く
帯
び
て
お
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
意
味
の
世
界
か
ら
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
な
世

界
が
い
か
に
生
ま
れ
る
か
、
つ
ま
り
客
観
的
事
実
性
、
モ
ノ
の
世
界
が
い
か
に
生
ま
れ
て
く
る
か
を
主
題
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題

意
識
を
表
現
す
る
に
は
「
構
築
」
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
巨
大
な
建
築
物
を
つ
く
る
語
感
が
「
構
築
」
に
は
あ

る
か
ら
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
構
成
と
い
う
場
合
、
文
章
の
構
成
を
考
え
る
、
本
の
構
成
を
考
え
る
と
い
う
具
合
に

「
意
味
」
を
表
現
す
る
こ
と
に
関
わ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
研
究
で
は
「
意
味
」
の
表
現
に
深
く
関
わ
る
文
脈

で
は
「
構
成
」
を
用
い
て
、
制
度
や
規
範
な
ど
と
深
く
関
わ
る
「
意
味
」
の
自
明
性
や
「
強
度
」
の
問
題
に
関
わ
る
文
脈
で
は
「
構
築
」

を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
両
方
を
論
じ
た
い
場
合
は
、
構
成
、
構
築
と
表
現
す
る
。

　

な
お
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
や
メ
デ
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
学
説
史
で
い
う
と
、「
構
築
」
に
関
す
る
研
究
が
先
に
進
み
、

む
し
ろ
「
構
成
」
の
研
究
の
ほ
う
が
遅
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
本
研
究
に
お
け
る
ベ
イ
ト
ソ
ン
論
は
「
構
成
」
の
問
題
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
と
い
え
る
。

（
4
）　

例
え
ば
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
リ
ア
リ
テ
ィ
の
構
成
と
い
う
問
題
は
伝
統
的
に
哲
学
の
中
心
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う

理
由
か
ら
、
こ
の
理
解
に
は
一
定
の
哲
学
的
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
代
哲
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
は
、
そ
れ

に
と
も
な
う
す
べ
て
の
疑
問
点
と
と
も
に
、
軽
視
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
根
強
い
傾
向
が
み
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
と
に
よ
る
と
、
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社
会
学
者
が
―
―
お
そ
ら
く
は
彼
に
と
っ
て
も
驚
き
で
あ
ろ
う
が
―
―
専
門
の
哲
学
者
が
も
は
や
考
え
る
こ
と
に
興
味
を
失
っ
て
い
る
哲

学
的
問
題
の
後
継
者
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」（Berger &

 Luckm
ann 19（（=200（: 287

）。
ま
た
こ
の
指

摘
の
直
後
に
「
社
会
学
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
思
考
が
哲
学
的
人
間
学
の
た
め
に
な
し
う
る
寄
与
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
自
分
た
ち
の

議
論
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
5
）　

ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
・
バ
ー
は
、
次
の
七
点
の
う
ち
、
ひ
と
つ
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
該
当
す
る
研
究
を
構
築
主
義
と
定
義
し
て
い
る

（Burr 1995=1997

）。
す
な
わ
ち
、
①
反
本
質
主
義
、
②
反
実
在
論
、
③
知
識
の
歴
史
的
お
よ
び
文
化
的
な
特
殊
性
、
④
思
考
の
前
提

条
件
と
し
て
の
言
語
、
⑤
社
会
的
行
為
の
一
形
態
と
し
て
の
言
語
、
⑥
相
互
作
用
と
社
会
的
慣
行
へ
の
注
目
、
⑦
過
程
へ
の
注
目
、
以
上

の
七
点
で
あ
る
。
こ
の
基
準
で
い
え
ば
今
日
マ
ス･

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
、
メ
デ
ィ
ア
社
会
学
は
全
体
と
し
て
大
幅
に
「
構
築
主
義

的
」
な
傾
向
を
強
め
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
（
）　

構
築
主
義
は
人
文
・
社
会
科
学
を
横
断
し
て
大
き
な
影
響
力
を
獲
得
し
て
き
た
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
領
域
に
お
い
て
は
近
年

で
は
山
口
仁
が
「
社
会
問
題
の
社
会
学
」
の
研
究
を
足
が
か
り
に
、
構
築
主
義
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
に
い
か
な
る
理
論
的
貢
献
を
な
し

得
る
か
と
い
う
重
要
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
本
研
究
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
先
行
研
究
の
成
果
を
前
提
と
し
問
題
意
識
を
共
有
し
つ
つ

も
、
構
築
主
義
と
い
う
知
的
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
重
要
性
に
力
点
を
置
く
と
い
う
山
口
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
る
本
研
究
の
意
図
を
明
確

に
表
現
す
る
た
め
に
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
社
会
学
の
研
究
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
も
ち
ろ
ん
大
き
な
括
り
に
お
い
て
本
研
究
は
自
ら
の
立
場

を
構
築
主
義
や
社
会
構
成
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
を
躊
躇
わ
な
い
し
、
そ
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
否
定
し
な
い
。

（
7
）　

メ
デ
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
関
す
る
文
献
は
急
激
な
勢
い
で
増
加
し
つ
つ
あ
る
が
、
初
期
の
重
要
文
献
と
し
て
は
例
え
ば
吉
見
編

（
二
〇
〇
〇
）
が
あ
る
。

（
8
）　

ベ
イ
ト
ソ
ン
が
フ
レ
ー
ム
概
念
を
用
い
て
重
要
な
考
察
を
行
っ
た
「
遊
び
と
空
想
の
理
論
」
が
書
か
れ
た
の
は
一
九
五
五
年
の
こ
と

で
あ
っ
た
。Bateson

（1955

）
を
参
照
の
こ
と
。

（
9
）　

論
理
階
型
の
概
念
は
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
っ
て
ク
ラ
ス
と
メ
ン
バ
ー
の
混
同
が
も
た
ら
す
問
題
点
を
論
じ
る
た
め
に
利

用
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
ハ
ト
、
カ
ラ
ス
、
ス
ズ
メ
と
い
う
名
前
は
鳥
類
と
い
う
ク
ラ
ス
に
属
す
る
メ
ン
バ
ー
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
場
合

ク
ラ
ス
は
そ
れ
自
身
の
メ
ン
バ
ー
に
は
な
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ト
、
カ
ラ
ス
、
ス
ズ
メ
と
い
う
呼
び
名
と
、
ト
リ
と
い
う
表
現
を

同
一
の
論
理
の
地
平
で
扱
う
こ
と
は
論
理
階
型
の
混
同
と
み
な
さ
れ
る
。



（9

ジャーナリズムと社会的意味

　

こ
の
説
明
に
接
す
る
と
「
何
を
当
た
り
前
の
こ
と
を
」
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
科
学
の
中
に
は
し
ば
し
ば
こ
の
論
理
階
型
の
混
同
、

す
な
わ
ち
〈
抽
象
性
の
次
元
の
取
り
違
え
〉
が
生
じ
議
論
の
混
乱
を
招
い
て
い
る
と
ベ
イ
ト
ソ
ン
は
い
う
（Bateson 1955

→1972

＝

2000: （8（

）。
ベ
イ
ト
ソ
ン
は
こ
の
概
念
を
極
め
て
高
く
評
価
し
、
論
理
学
を
超
え
た
広
範
な
知
の
領
域
の
中
に
論
理
階
型
論
的
な
問
題
、

つ
ま
り
〈
抽
象
性
の
次
元
の
取
り
違
え
〉
の
問
題
が
数
多
潜
む
こ
と
に
眼
を
向
け
て
い
っ
た
。
彼
の
フ
レ
ー
ム
概
念
は
、
こ
の
〈
抽
象
性

の
次
元
の
取
り
違
え
〉
問
題
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
文
脈
に
お
い
て
観
察
し
よ
う
と
す
る
際
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

（
10
）　

ベ
イ
ト
ソ
ン
は
、
人
間
や
動
物
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
に
ど
の
よ
う
に
し
て
論
理
階
型
の
取
り
違
え
が
生
じ
る
の
か
を
様
々

な
例
を
挙
げ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
例
え
ば
彼
は
動
物
園
の
サ
ル
山
を
観
察
し
な
が
ら
、
サ
ル
の
子
供
が
噛
み
付
く
ふ
り
を
し
な
が
ら

じ
ゃ
れ
合
っ
て
い
る
「
遊
び
」
の
場
面
に
注
目
し
た
（Bateson 1955

→1972

＝2000: 2（2-2

）。「
噛
み
付
き
」
と
い
う
「
戦
い
」
の

際
の
動
作
（
＝
ム
ー
ド
・
サ
イ
ン
）
を
模
し
て
じ
ゃ
れ
合
う
子
ザ
ル
た
ち
の
間
に
は
、
互
い
が
提
示
す
る
「
噛
み
付
き
」
の
動
作
が
「
戦

い
」
で
は
な
く
「
遊
び
」
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
や
り
取
り
さ
れ
て
い
た
（
同272-（

）。

　

こ
の
よ
う
に
「
戦
い
」
や
「
遊
び
」
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
内
側
で
や
り
取
り
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
な
く
、「
戦
い
」

か
「
遊
び
」
か
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
の
設
定
に
関
わ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
メ
タ
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
呼
び
、
こ
の
メ
タ･

メ
ッ

セ
ー
ジ
が
交
わ
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
、
メ
タ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
（
同270

）。
論
理
階
型
の
取
り
違
え
は
、

こ
の
メ
タ･

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
失
敗
と
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
こ
の
サ
ル
の
「
遊
び
」
の
例
で
い
え
ば
、「
戦
い
」
を
模
し
て

「
噛
み
付
く
ふ
り
」
に
止
め
る
つ
も
り
が
う
っ
か
り
本
当
に
噛
み
付
い
て
し
ま
い
、「
遊
び
」
が
本
当
の
「
戦
い
」
に
発
展
す
る
ケ
ー
ス
な

ど
が
考
え
ら
れ
る
。

（
11
）　
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
い
か
に
し
て
可
能
か
？
」
と
い
う
表
現
は
、
社
会
学
者
が
し
ば
し
ば
用
い
る
「
社
会
は
い
か
に
し
て
可

能
か
？
」
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
問
題
意
識
に
は
他
者
と
意
味
を
共
有
す
る
こ
と
の
困
難
さ
へ
の
認
識
が
前
提
と
な
っ
て
い

る
。
ベ
イ
ト
ソ
ン
や
ゴ
フ
マ
ン
が
異
文
化
圏
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
精
神
病
者
と
い
う
「
他
者
性
」
の
明
確
な
存
在
を
研
究
対
象
と
し

て
き
た
が
ゆ
え
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
を
自
明
視
し
な
い
考
え
方
が
発
想
の
基
本
に
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
な
お
こ
の
点

に
つ
い
て
は
柄
谷
行
人
の
「
他
者
性
」
の
議
論
に
大
き
な
示
唆
を
得
て
い
る
。
柄
谷
は
文
化
人
類
学
と
精
神
分
析
学
が
「
他
者
性
」
と
の

強
烈
な
出
会
い
を
経
験
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
理
論
や
思
想
に
専
門
領
域
を
超
え
た
大
き
な
可
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能
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
柄
谷 

一
九
八
九
）。

（
12
）　

ベ
イ
ト
ソ
ン
に
と
っ
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
」
と
は
、
既
成
学
問
の
窮
屈
な
制
約
か
ら
逃
れ
て
自
由
に
思
考
実
験
を
繰
り

返
す
た
め
の
便
利
な
実
験
部
屋
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
と
て
も
彼
の
無
尽
蔵
な
創
造
的
思
考
を
収
め
る
器
と
し
て
は
あ

ま
り
に
も
小
さ
く
、
た
だ
の
仮
住
ま
い
の
宿
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
が
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
が
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
歩
い
た
道
の

り
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
に
と
っ
て
小
さ
な
ダ
イ
ヤ
の
原
石
を
拾
い
集
め
る
よ
う
な
楽
し
さ
が
あ
る
。

（
1（
）　
「
差
異
」
は
ベ
イ
ト
ソ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
を
支
え
る
も
っ
と
も
重
要
な
概
念
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
繰
り
返

し
様
々
な
表
現
を
用
い
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
シ
ン
プ
ル
な
問
い
か
け
は
、
ベ
イ
ト
ソ
ン
の
自
在
さ
と
明
晰
さ
が
如
何
な
く
示
さ

れ
て
い
て
印
象
深
い
。

　
「
差
異
と
は
、『
違
い
』
と
は
、
一
体
何
な
の
で
し
ょ
う
。
な
ん
と
も
奇
妙
で
、
捉
え
が
た
い
概
念
で
あ
り
ま
す
。『
も
の
』
で
も
な
け

れ
ば
、『
出
来
事
』
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
こ
の
紙
と
、
こ
の
演
台
の
木
と
の
間
に
は
違
い
が
あ
り
ま
す
。
色
の
違
い
、
手
触
り
の
違
い
、

形
の
違
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
考
え
出
す
と
、
厄
介
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
紙

と
木
の
違
い
は
、
紙
の
中
に
も
な
け
れ
ば
、
木
の
中
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
っ
て
、
紙
と
木
の
間
の
空
間
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
両
者

の
間
の
時
間
の
中
に
あ
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。（
こ
の
、
違
い
が
時
を
へ
だ
て
て
生
ま
れ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
「
変
化
」
と
読
ん

で
い
ま
す
。）
差
異
と
は
、
具
象
的
な
何
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
抽
象
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。」（Bateson 1972=2000: （00-01

）

（
14
）　

こ
の
用
語
は
通
常
「
厚
い
記
述
」
と
訳
さ
れ
る
。
た
だ
ギ
ア
ー
ツ
の
『
文
化
の
読
み
方
／
書
き
方
』
を
翻
訳
し
た
森
泉
は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
「
濃
密
な
記
述
」
と
い
う
訳
語
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
森
泉
の
提
案
に
賛
同
し
、「
厚
い
記
述
」
と
い
う
訳
語
を
使

用
す
る
こ
と
を
避
け
た
。

…
…
「
厚
さ
」
と
い
う
と
「
か
さ
」
や
「
分
量
」
を
連
想
さ
せ
が
ち
で
、
ギ
ア
ー
ツ
が
こ
の
語
に
含
意
さ
せ
て
い
る
…
…
民
族
誌
学
的
記

述
の
も
つ
意
味
論
的
な
構
造
性
、
成
層
性
、
質
的
な
も
の
か
ら
ず
れ
る
き
ら
い
が
あ
る
の
で
、
む
し
ろ
「
濃
密
な
」
と
い
う
訳
語
を
提
案

し
た
い
（
森
泉 

一
九
九
六
：
二
六
四
）。

（
15
）　

学
問
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
「
観
察
の
信
頼
性
」
問
題
の
形
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
自
然
科
学
と
文
学
は
ま
っ
た
く
異
な
る
原
則

に
従
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
認
識
の
妥
当
性
を
究
極
の
レ
ベ
ル
で
保
証
す
る
も
の
は
一
体
何
な
の
か
と
い
う
問
い
は
、
ど
ん
な

学
問
に
お
い
て
も
考
え
抜
か
れ
る
必
要
が
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
こ
の
点
を
集
中
的
に
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
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は
間
違
い
な
い
。
本
論
で
言
及
し
て
い
る
ギ
ア
ー
ツ
が
専
門
と
す
る
文
化
人
類
学
に
お
い
て
は
こ
の
「
観
察
の
信
頼
性
」
の
問
題
が
、
観

察
対
象
者
と
の
信
頼
関
係
の
問
題
と
セ
ッ
ト
で
考
え
ら
れ
て
お
り
大
変
興
味
深
い
。
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