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ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
「
感
情
の
政
治
」三　

　

谷　
　

文　
　

栄

は
じ
め
に

　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
研
究
領
域
に
と
っ
て
、「
感
情
」
は
現
代
的
な
分
析
対
象
の
一
つ
で

あ
る
。
例
え
ば
、
近
年
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
現
象
で
あ
る
「
ト
ラ
ン
プ
現
象
」
や
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ポ

ピ
ュ
リ
ス
ト
た
ち
は
感
情
を
喚
起
す
る
よ
う
な
発
言
を
通
じ
て
広
範
な
支
持
を
集
め
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
批
判
す
る
対
象
に
「
不

満
」
や
「
不
安
」
を
引
き
起
こ
す
と
し
て
様
々
な
社
会
問
題
の
原
因
を
押
し
付
け
る
よ
う
な
発
言
が
な
さ
れ
、「
我
々
」
と
「
彼
ら
」

と
い
う
二
項
対
立
図
式
を
作
り
出
し
て
い
る
。
こ
の
過
程
で
は
、「
怒
り
」
や
「
不
満
」、「
不
安
」
と
い
っ
た
感
情
が
メ
デ
ィ
ア
を

は
じ
め
に

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
客
観
報
道
と
感
情

ニ
ュ
ー
ス
生
産
過
程
に
お
け
る
「
感
情
」
の
分
析

ニ
ュ
ー
ス
と
「
感
情
の
政
治
」

お
わ
り
に
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通
じ
て
社
会
に
広
が
り
、
そ
う
し
た
感
情
に
基
づ
く
人
々
の
発
言
も
ま
た
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
上
で
あ
ふ
れ
か
え
る
こ
と
に
な

る
。

　

民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
役
割
の
観
点
か
ら
は
、「
感
情
」
は
批
判
的
に
、
あ
る
い
は
否
定
的
に
評
価
さ
れ

る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
実
践
に
お
い
て
、
客
観
報
道
は
理
念
と
し
て
重
視

さ
れ
て
お
り
、
一
般
市
民
に
必
要
な
情
報
を
広
く
伝
え
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
必
要
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し

た
一
般
市
民
に
「
合
理
的
」
な
判
断
を
促
す
た
め
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
「
感
情
的
」
な
も
の
よ
り
も
「
客
観
的
」
な
も
の
が
良

い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
感
情
的
に
な
る
こ
と
は
合
理
的
な
見
解
を
批
判
し
、
自
身
が
知
り
た
い
こ
と
／
聞
き
た
い
こ
と

と
相
反
す
る
ニ
ュ
ー
ス
を
「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」
だ
と
批
判
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
の
結
果
、「
客
観
的
」
で
「
合
理
的
」

な
ニ
ュ
ー
ス
で
は
な
く
、
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
が
社
会
で
蔓
延
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
現
在
の
政
治
的
・
社
会
的
な
状
況
を
み
る
と
、
ニ
ュ
ー
ス
の
生
産
・
消
費
過
程
に
は
多
く
の
感
情
が
見
ら
れ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ト
ラ
ン
プ
現
象
で
は
、
既
存
の
エ
リ
ー
ト
に
対
す
る
「
不
満
」
や
「
怒
り
」、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
言

説
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
し
て
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
に
対
し
て
の
「
不
満
」
や
「
怒
り
」
が
報
道
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
報
道
で
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
「
恐
怖
」
が
、
そ
し
てBlack Lives M

atter

運
動
の
報
道
で
は
人

種
差
別
に
対
す
る
「
怒
り
」
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
客
観
報
道
を
理
念
と
し
て
掲
げ
つ
つ
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
「
感

情
」
は
す
で
に
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。

　

今
日
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
台
頭
を
受
け
て
社
会
学
や
政
治
学
を
中
心
に
感
情
の
役
割
の
再
検
討
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
（
例

え
ば
吉
田　

二
〇
一
四；

齋
藤　

二
〇
一
二
）。
メ
デ
ィ
ア
研
究
で
は
、
伊
藤
守
（
二
〇
一
七
、
二
〇
一
九
）
が
「
情
動）

（
（

」
に
焦
点
を
当

て
て
研
究
を
進
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
感
情
を
め
ぐ
る
研
究
の
潮
流
と
同
じ
く
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
も
感
情
が
不
可

欠
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
点
も
見
過
ご
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
（
例
え
ばPantti 20（0; 
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W
ahl-Jorgensen 20（9

）。

　

し
た
が
っ
て
、
先
行
研
究
を
整
理
し
つ
つ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
観
点
か
ら
の
感
情
の
今
日
的
な
分
析
枠
組
み
を
構
築
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
本
論
は
そ
の
た
め
の
予
備
的
作
業
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
ま
ず
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る

客
観
報
道
の
理
念
と
感
情
に
つ
い
て
議
論
し
た
の
ち
に
、「
感
情
を
め
ぐ
る
戦
略
的
儀
礼
」
の
概
念
を
説
明
す
る
。
こ
う
し
た
議
論

や
概
念
を
基
に
、
ニ
ュ
ー
ス
生
産
・
消
費
過
程
に
お
け
る
感
情
の
機
能
を
分
析
す
る
た
め
の
視
座
を
考
察
す
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
客
観
報
道
と
感
情

　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
実
践
は
、
通
信
技
術
や
大
量
印
刷
技
術
と
い
っ
た
一
九
世
紀
の
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
の
発
達

と
連
動
し
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
（
マ
ク
ニ
ア　

二
〇
〇
六
＝
二
〇
〇
六
、
二
一
六
―
二
一
八
頁; W

ahl-Jorgensen and H
anitzsch 

2000, pp. 4 

―5 

）。
こ
の
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
大
量
・
多
量
の
意
味
を
持
つ
「
マ
ス
」
と
、
情
報
の
伝
達
、
意
味
の
共
有

と
い
う
意
味
を
持
つ
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
二
つ
の
用
語
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
論
の
問
題
関
心
か
ら
注
目
し
た
い
の

は
、「
マ
ス
」
と
い
う
用
語
に
は
「
大
衆
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
は
当
時
の
大
衆
社
会
論
的

視
座
に
立
脚
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
大
衆
社
会
論
に
お
い
て
は
、
大
衆
と
は
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
通
じ
て
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
容
易
に
操
作
さ
れ
う
る
原
子
化
し
た
受
動
的
か
つ
非
合
理
的
な
存
在
、
す
な
わ
ち
「
感
情
的
な
」

も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
岡
田　

一
九
九
二
、
二
五
―
二
七
頁
）。
こ
う
し
た
大
衆
の
存
在
を
理
論
的
な
前
提
と
し
つ
つ

皮
下
注
射
モ
デ
ル
と
し
て
研
究
さ
れ
た
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
は
、
限
定
効
果
モ
デ
ル
へ
と
発
展
す
る
に
つ
れ
「
マ

ス
」
概
念
、
す
な
わ
ち
原
子
化
し
た
大
衆
と
い
う
知
見
を
否
定
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
山
腰　

二
〇
一
七
、
二
〇
頁；

大
石　

一
九

九
八
）。
限
定
効
果
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
人
々
は
集
団
の
中
で
自
身
の
先
有
傾
向
に
基
づ
き
、
選
択
的
接
触
を
行
い
な
が
ら
判
断
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を
下
し
て
い
く
と
さ
れ
た
。
受
動
的
で
容
易
に
操
作
さ
れ
う
る
大
衆
と
い
う
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
受
け
手
像
を
否
定
す

る
傾
向
は
、
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
変
化
と
連
動
す
る
よ
う
な
形
で
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
マ
ス
」、
す
な
わ
ち
大
衆
を
否
定
し
な
が
ら
発
展
し
た
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
に
お
い
て
も
、
改
め
て
「
マ
ス
」
概

念
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
二
〇
年
の
『
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
』（
九
七
号
）
は
特
集
「
マ
ス

概
念
再
考
」
で
、
大
衆
の
概
念
を
多
様
な
研
究
領
域
か
ら
再
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
実
際
は
大
衆
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し

て
い
な
い
。
た
だ
人
々
を
大
衆
と
み
な
す
、
い
ろ
ん
な
見
方
が
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
」（
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ　

一
九
六
六
＝
二
〇
〇
八
、

二
四
六
頁
、
一
部
改
訳
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
代
社
会
の
状
況
か
ら
大
衆
の
存
在
が
改
め
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
そ
こ
で
は
、「
感
情
」
の
重
要
性
も
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

こ
う
し
た
傾
向
の
背
景
に
は
、
近
年
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
現
象
が
世
界
的
に
広
く
み
ら
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

政
治
で
は
我
々
／
彼
ら
と
い
う
二
項
対
立
図
式
に
基
づ
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
が
と
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、「
彼
ら
」
を
「
敵
」

と
位
置
づ
け
、
憎
し
み
や
不
満
、
不
安
を
あ
お
る
こ
と
で
支
持
を
獲
得
す
る
と
い
う
過
程
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
感
情
」
が
マ
ス
・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
い
か
に
共
有
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
ス
・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
は
、「
マ
ス
」
概
念
、
大
衆
の
存
在
を
検
討
し
続
け
る
こ
と
を
通
じ
て
、
直
接
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、

「
感
情
」
に
向
き
合
い
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
と
い
え
る
。

　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
は
こ
う
し
た
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
と
連
動
し
な
が
ら
進
展
し
て
い
っ
た
が
、
感
情
に
焦
点

を
当
て
た
研
究
が
十
分
に
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
と
さ
れ
る
（W

ahl-Jorgensen 20（9

）。
そ
の
要
因
と
し
て
、
第
一
に
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
自
体
の
学
問
的
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
し
て
の
発
展
が
比
較
的
最
近
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（W

ahl-

Jorgensen and H
anitzsch 2020, p. 3; W

ahl-Jorgensen 20（9, p. 3（; Zelizer 2004

）。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
そ
の
も
の
は
、
二

〇
世
紀
初
頭
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
当
初
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
育
や
現
場
を
研
究
対
象
と
し
た
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。



26（

ジャーナリズムと「感情の政治」

一
九
四
〇
年
代
、
五
〇
年
代
に
は
ポ
ー
ル
・
ラ
ザ
ー
ズ
フ
ェ
ル
ド
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
政
治
学
や
心
理
学
な
ど
に
影
響
を
受
け
、

実
証
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
た
（
例
え
ばW

hite （950; Galtung and Ruge （965

）。
一
九
七
〇
年
代
、
八
〇
年
代
に
は
「
社
会
学

的
回
転
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
社
会
学
と
人
類
学
に
影
響
を
大
き
く
受
け
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
慣
習
や
ル
ー
テ
ィ
ン
な
ど
が
研

究
対
象
と
な
り
進
め
ら
れ
た
（
例
え
ば
タ
ッ
ク
マ
ン　

一
九
七
八
＝
一
九
九
一; Gans （979

な
ど
）。
こ
の
社
会
学
的
回
転
を
受
け
て
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
近
接
領
域
で
あ
る
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
、
社
会
科
学
の
他
の
領
域
と
の
関
連
を
こ
れ
ま
で
以
上

に
積
極
的
に
模
索
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（T

um
ber, Brom

ley and Zelizer 2000, pp. 5 

―6 

）。
メ
デ
ィ
ア
研
究
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
研
究
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
の
関
連
を
意
識
し
な
が
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
独
自
の
研
究
が
重
視
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
学
術
雑
誌
『Journalism

』
が
発
刊
し
た
の
も
二
〇
〇
〇
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
自
体

の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
し
て
の
発
展
が
比
較
的
最
近
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
研
究
上
の
合
意
に
達
し
て
い
な
い
争
点
が
い
ま
だ

に
幅
広
く
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
（W

ahl-Jorgensen 20（9

）。

　

第
二
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
が
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
客
観
報
道
を
理
念
と
し
て
掲
げ
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る

（Schudson 20（（, p. 75 

）。
客
観
報
道
の
起
源
は
、
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
政
治
や
経
済
と
と
も
に
社
会
的

に
分
化
し
て
い
く
な
か
で
、
規
範
的
な
目
標
と
し
て
機
能
し
た
と
す
る
革
新
主
義
的
な
観
点
か
ら
の
説
明
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
技
術
の
発
達
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
と
す
る
Ａ
Ｐ
起
源
説
、
資
本
主
義
経
済
の
発
達
に
よ
り
広
範
な
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
を
獲
得
す
る

た
め
の
も
の
と
す
る
ペ
ニ
ー
プ
レ
ス
起
源
説
、
一
九
世
紀
末
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
化
と
連
動
し
た
と
す
る

説
が
挙
げ
ら
れ
る
（A

nderson and Schudson 2020, p. （4（; 

大
井　

一
九
九
九
参
照
）。
客
観
報
道
の
起
源
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
客
観
報
道
が
理
念
と
し
て
重
視
さ
れ
、
そ
れ
が
規
範
と
な
り
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
実
践
と
研
究
に
大
き

く
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
客
観
報
道
と
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
化
と
関
連
付
け
る
見
解
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
中
心
に
広
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が
っ
た
客
観
報
道
と
い
う
理
念
が
、
す
べ
て
の
国
で
理
想
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
批
判
や
疑
問
も
当
然
の
こ
と
な
が

ら
提
示
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ハ
リ
ン
と
パ
オ
ロ
・
マ
ン
シ
ー
ニ
は
客
観
報
道
と
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
強

く
関
連
付
け
た
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
一
部
の
西
欧
諸
国
を
除
い
て
、
各
国
の
メ
デ
ィ
ア
制
度
が
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
化
や
客
観
報
道
の
程
度
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
し
て
い
る
（H

allin and M
ancini 2004

）。
ま
た
、
非
西
欧
諸
国
で
は
よ
り
文

脈
を
重
視
し
た
客
観
報
道
を
採
用
し
て
い
る
と
す
る
も
の
や
、
ま
た
西
欧
諸
国
に
お
い
て
も
ア
メ
リ
カ
と
欧
州
で
も
異
な
る
と
の
指

摘
も
あ
る
（A

nderson and Schudson 2020, pp. （4（

―（42

）。

　

こ
う
し
た
批
判
は
あ
り
つ
つ
も
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
活
動
と
客
観
報
道
が
深
く
関
連
し
て
い
る

と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て
議
論
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観
報
道
が
理
念
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
で
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
そ
れ
が
必
要
不
可
欠
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
と
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
客
観
報

道
と
い
う
理
念
が
「
特
権
化
」
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
メ
デ
ィ
ア
と
感
情
、
あ
る
い
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
感
情
を
め
ぐ
る

研
究
が
十
分
に
進
展
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
客
観
報
道
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
理
念
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
以
前
に
、
イ
エ
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム）

2
（

が
見
ら
れ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観
報
道
の
理
念
が
広
が
っ
て
い
っ

た
一
九
世
紀
末
に
お
い
て
は
、
大
衆
は
理
性
的
で
は
な
く
感
情
的
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
ゆ
え
に
、
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
で
は
客
観
報
道
を
取
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
理
論
的
前
提
に
基
づ
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
実
践

と
研
究
が
進
め
ら
れ
、
そ
れ
が
広
く
普
及
し
、
客
観
報
道
が
「
特
権
化
」
し
て
い
る
た
め
、
感
情
と
い
う
観
点
の
研
究
が
進
ん
で
こ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
学
問
的
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
発
展
が
比
較
的
最
近
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
客
観
報
道
が

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
実
践
や
研
究
で
理
念
と
し
て
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
感
情
、
メ
デ
ィ
ア
と
感
情
を
め

ぐ
る
議
論
が
十
分
に
進
展
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
社
会
で
大
き
く
注
目
さ
れ
る
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ス
は
、
客
観
報
道
で
あ
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る
と
同
時
に
人
々
の
感
情
を
喚
起
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
実
際
に
ピ
ュ
ー
リ
ツ
ァ
ー
賞
の
記
事
は
「
感
情
を
喚
起
す
る
」
も
の
、

あ
る
い
は
感
情
的
な
も
の
が
そ
の
大
半
で
あ
る
（W

ahl-Jorgensen 20（9

）。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
客
観
報
道
と
感
情
は
排

他
的
で
は
な
く
、
両
立
す
る
の
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ス
生
産
過
程
に
お
け
る
「
感
情
」
の
分
析

感
情
労
働
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
活
動

　

そ
れ
で
は
、
感
情
は
ニ
ュ
ー
ス
に
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
客
観
報
道
に
よ
り
「
不
可
視
化
」
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
伝
統
的
な
慣
習
や
戦
略
の
中
に
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
情
報
源
の
「
感
情
」
が
存
在
し
て
い
る
。

ニ
ュ
ー
ス
生
産
過
程
に
お
け
る
感
情
を
把
握
す
る
う
え
で
、
ゲ
イ
・
タ
ッ
ク
マ
ン
の
「
客
観
性
を
め
ぐ
る
戦
略
的
儀
礼
」
が
重
要
な

視
点
を
提
供
し
て
い
る
。

　

タ
ッ
ク
マ
ン
の
「
客
観
性
を
め
ぐ
る
戦
略
的
儀
礼
」
と
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
職
業
上
の
リ
ス
ク
か
ら
身
を
守
る
た
め
の
実
践

で
あ
る
。
彼
女
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
次
の
三
つ
の
儀
礼
の
実
践
を
通
じ
て
「
す
べ
て
の
記
者
が
公
平
に
、
先
入
観
な
く
、
個
人

の
感
情
を
出
さ
な
い
形
で
『
事
実
』
を
集
め
、
記
事
と
し
て
組
み
立
て
る
限
り
に
お
い
て
、
締
め
切
り
は
守
ら
れ
、
名
誉
棄
損
の
訴

訟
も
回
避
で
き
る
と
考
え
て
い
る
」
と
論
じ
た
（T

uchm
an （972, p. 664

）。
こ
こ
に
お
け
る
「
儀
礼
」
と
は
、
求
め
ら
れ
て
い
る

目
的
に
必
ず
し
も
直
接
関
係
し
な
い
ル
ー
テ
ィ
ン
的
な
手
続
き
を
意
味
す
る
（T

uchm
an （972, p. 66（

）。
第
一
の
手
続
き
が
「
形

式
」
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
記
事
を
書
く
際
に
報
道
を
提
示
す
る
内
容
に
論
争
の
可
能
性
を
提
示
す
る
、
事
実
を
裏
付
け

る
も
の
を
提
示
す
る
、
引
用
を
報
道
内
容
の
裏
付
け
と
し
て
使
用
す
る
、
取
材
で
得
た
情
報
を
適
切
な
一
連
の
流
れ
に
構
築
す
る
と

い
っ
た
「
形
式
」
に
注
意
し
て
作
成
す
る
と
し
て
い
る
。
第
二
が
、
適
切
な
情
報
源
を
獲
得
す
る
た
め
の
組
織
内
の
関
係
の
把
握
で
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あ
る
。
こ
れ
は
、
情
報
源
が
そ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
お
い
て
語
る
こ
と
が
最
も
適
切
で
あ
る
こ
と
を
把
握
す
る
手
続
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、

政
策
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
を
関
係
省
庁
や
政
治
家
に
求
め
る
際
に
、
省
内
や
党
内
の
情
報
源
の
位
置
づ
け
を
把
握
し
な
け
れ
ば
、
適

切
な
情
報
源
を
獲
得
す
る
の
は
難
し
い
と
し
て
い
る
。
第
三
が
文
脈
で
あ
る
。
文
脈
と
は
、
ニ
ュ
ー
ス
で
取
り
上
げ
る
ト
ピ
ッ
ク
や
、

そ
こ
で
の
表
現
が
社
会
の
文
脈
に
沿
っ
て
い
る
か
と
い
う
確
認
の
手
続
き
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
ル
ー
テ
ィ
ン
的
な
手
続
き
そ
の
も
の
は
、
報
道
の
客
観
性
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
手
続
き
に
則

る
こ
と
で
、
客
観
性
に
対
す
る
批
判
を
そ
ら
し
て
い
る
。
儀
礼
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
タ
ッ
ク
マ
ン
は
「
手
続
き
に
従
う
こ
と
は
、

し
ば
し
ば
脅
迫
的
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
手
続
き
は
、
確
か
に
求
め
ら
れ
て
い
る
目
的
を
達
成
す
る
う
え
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
手
段
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
こ
と
は
、
一
連
の
手
続
き
が
持
つ
儀
礼
と
し
て
の
特
徴
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
」

（T
uchm

an （972, p. 66（

）
と
述
べ
た
。

　

こ
う
し
た
議
論
を
踏
ま
え
て
、
感
情
も
ニ
ュ
ー
ス
生
産
過
程
で
儀
礼
を
通
じ
て
「
不
可
視
化
」
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の
が
カ
リ

ン
・
ウ
ォ
ー
ル
＝
ヨ
ル
ゲ
ン
セ
ン
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
戦
略
的
儀
礼
に
則
り
な
が
ら
取
材
し
報
道
す
る
が
、
そ
の
過
程
で

は
様
々
な
感
情
に
直
面
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
事
件
や
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
た
被
害
者
の
家
族
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
加

害
者
や
取
材
を
行
う
こ
と
へ
の
怒
り
、
被
害
を
受
け
た
悲
し
み
、
将
来
へ
の
不
安
と
い
っ
た
感
情
と
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

ら
の
感
情
は
、
取
材
対
象
者
の
み
な
ら
ず
、
取
材
を
行
っ
て
い
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
自
身
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
し
か
し
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
は
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
、
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
取
材
対
象
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
よ
う
と
思

わ
せ
る
よ
う
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
ニ
ュ
ー
ス
生
産
過
程
に
お
い
て
、
多
様
な
感

情
に
直
面
し
つ
つ
も
、
そ
の
感
情
を
管
理
す
る
必
要
が
あ
り
、
一
種
の
「
感
情
労
働
」
で
あ
る
と
ウ
ォ
ー
ル
＝
ヨ
ル
ゲ
ン
セ
ン
は
指

摘
し
て
い
る
（
ホ
ッ
ク
シ
ー
ル
ド　

一
九
八
三
＝
二
〇
〇
〇；

W
ahl-Jorgensen 20（9

）。

　

こ
の
感
情
労
働
の
中
に
は
、
先
述
し
た
客
観
性
を
め
ぐ
る
戦
略
的
儀
礼
が
含
ま
れ
る
。「
事
実
」
を
提
示
す
る
と
い
う
報
道
の
手
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続
き
で
あ
る
戦
略
的
儀
礼
に
従
う
限
り
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
い
わ
ば
他
者
の
感
情
を
描
写
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
（W

ahl-Jorgensen 20（9, p. 39 

）。
す
な
わ
ち
、「
感
情
」
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
自
身
の
感
情
で
は
な
い
こ
と
、
戦

略
的
儀
礼
を
通
じ
て
示
し
て
く
こ
と
に
な
る
。

ニ
ュ
ー
ス
に
お
け
る
感
情
表
現

　

で
は
、「
感
情
」
は
ど
う
い
う
形
で
ニ
ュ
ー
ス
の
中
で
表
現
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ニ
ュ
ー
ス
に
お
け
る
感
情
表
現
に
関
し
て
、

メ
ル
ヴ
ィ
・
パ
ン
ッ
テ
ィ
は
情
報
源
に
よ
る
感
情
の
表
現
、
感
情
を
喚
起
す
る
映
像
や
写
真
、
ト
ピ
ッ
ク
の
語
り
方
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
自
身
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
（Pantti 20（0, pp. （74

―（76

）。
一
つ
目
の
情
報
源
に
関
し
て
は
、
衝
撃
的
な
出
来
事
の
み
な
ら

ず
、
喜
ば
し
い
こ
と
が
生
じ
た
と
き
、
情
報
源
が
そ
の
感
情
を
表
現
す
る
こ
と
で
、
ニ
ュ
ー
ス
に
は
感
情
が
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に

な
る
。
二
つ
目
の
衝
撃
的
な
事
件
の
映
像
や
写
真
は
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
不
安
や
恐
怖
と
い
っ
た
感
情
を
与
え
る
。
三
つ
目
の
ト

ピ
ッ
ク
の
語
り
方
は
、
そ
う
し
た
情
報
源
や
映
像
、
写
真
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
出
来
事
を
語
る
際
に
、
感
情
を
喚
起
す
る
よ
う
な
形

で
物
語
る
方
法
が
相
当
す
る
。
四
つ
目
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
自
身
の
感
情
に
関
し
て
は
、
客
観
報
道
の
規
範
か
ら
外
れ
る
た
め
、
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
感
情
表
現
は
、
先
述
し
た
客
観
性
を
め
ぐ
る
戦
略
的
儀
礼
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
悲
し
い
」
あ
る
い
は
「
怒

り
を
誘
う
」
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
そ
う
し
た
感
情
を
表
現
し
て
い
る
情
報
源
の
発
言
が
引
用
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
ス
で
表

現
さ
れ
た
感
情
に
は
裏
付
け
が
あ
り
、
そ
の
表
現
は
妥
当
な
も
の
と
さ
れ
る
（「
形
式
」）。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
感
情
表
現
の
最

も
適
切
な
情
報
源
を
選
択
す
る
（「
適
切
な
情
報
源
」）。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
感
情
を
抱
く
こ
と
、
表
現
さ
れ
て
い
る
感
情
が
適
切
で

あ
る
よ
う
に
、
記
事
の
語
り
方
を
検
討
す
る
の
で
あ
る
（「
文
脈
」）。
こ
の
よ
う
に
感
情
を
情
報
源
に
外
部
化
し
、
そ
の
感
情
を
適

切
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
記
事
の
「
客
観
性
」
を
担
保
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
ジ
ャ
ー
ナ
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リ
ス
ト
に
よ
る
物
語
る
と
い
う
行
為
や
、
感
情
を
記
事
に
組
み
込
む
と
い
う
制
度
化
さ
れ
、
体
系
化
さ
れ
た
実
践
が
存
在
し
て
お
り
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
ニ
ュ
ー
ス
ス
ト
ー
リ
ー
が
客
観
性
の
理
念
に
忠
実
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
同
時
に
感
情
を
伴
う

も
の
」
と
な
る
（W

ahl-Jorgensen 20（9, p. 38 

）。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
ら
は
こ
う
し
た
手
続
き
を
、
意
識
し
て
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
ら
は
こ
う
し
た
感
情
を
め
ぐ
る
戦
略
的
儀
礼
を
通
じ
て
ニ
ュ
ー
ス
に
客
観
性
を
保
つ
。
し
か
し
、
こ
の
儀
礼
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

の
伝
統
的
な
慣
習
で
あ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
社
会
化
し
、
日
常
的
な
ル
ー
テ
ィ
ン
を
繰
り
返
し
て
い
く
中
で
身
に
つ
い
て

い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
感
情
労
働
を
し
つ
つ
も
、
自
身
や
情
報
源
の
感
情
を
儀
礼
を
通
じ
て
ニ
ュ
ー
ス

の
中
で
う
ま
く
扱
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
感
情
労
働
を
行
い
、
情
報
源
の
感
情
を
、「
戦
略
的
儀
礼
」
を
通
じ
て
表
現
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
不
可
視
化
」
さ
れ
て
い
た
「
感
情
」
と
い
う
要
素
は
ニ
ュ
ー
ス
生
産
過
程
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ス
と
「
感
情
の
政
治
」

真
正
な
語
り
の
政
治
性

　

ニ
ュ
ー
ス
に
お
い
て
感
情
は
戦
略
的
儀
礼
を
通
じ
て
「
不
可
視
化
」
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
で
は
よ
り
明
確
に
表
現
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
に
対
す
る
怒
り
や
称
賛
は
ニ
ュ
ー
ス
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
少

な
く
な
い
。
今
日
の
政
治
状
況
の
中
で
、
感
情
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

政
治
に
お
い
て
感
情
が
中
心
的
な
も
の
と
な
っ
た
背
景
の
一
つ
に
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
中
心
と
し
た
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
変

化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
近
年
は
ツ
イ
ッ
タ
ー
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
を
通
じ
て
政
治
家
自
身
が
自
ら
の
言
葉
で
発
信
し
、
そ
れ
が
オ
ー
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デ
ィ
エ
ン
ス
に
直
接
伝
達
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
も
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
で
話
題
に
な
っ
た
出
来
事
や
、
政
治
家
の

発
言
を
取
り
上
げ
報
道
し
て
い
る
。
政
治
家
も
自
身
の
「
感
情
」
―
―
特
定
の
集
団
や
国
家
に
対
す
る
「
嫌
悪
」
や
「
好
意
」
―
―

を
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
上
で
語
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
感
情
を
通
じ
て
一
般
市
民
の
支
持
を
獲
得
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
の
現
象
は
、
現
代
に
お
い
て
広
く
観
察
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
者
が
増
加
し
た
こ
と
に
伴

い
、
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
が
変
化
し
、
政
治
家
自
身
が
情
報
発
信
す
る
こ
と
で
「
感
情
」
を
も
っ
て
「
自
ら
語
る
」
こ

と
が
重
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ウ
ォ
ー
ル
＝
ヨ
ル
ゲ
ン
セ
ン
は
、
個
人
が
物
語
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
物
語
に
「
真
正
性
（authenticity

）」
が
生
じ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
コ
ー
ビ
ン
党
首
（
当
時
）
は
、
自
身
の
感
情
や
考
え
を
自
分
の
言

葉
で
説
明
し
た
こ
と
に
よ
り
、
人
々
の
感
情
を
理
解
し
て
い
る
「
普
通
の
」「
常
識
的
な
」「
本
当
の
」
―
―
「
真
正
性
」
の
あ
る
政

治
家
だ
と
評
価
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
当
時
の
首
相
テ
リ
ー
ザ
・
メ
イ
は
、
決
め
ら
れ
た
フ
レ
ー
ズ
を
繰
り
返
し
、
自
身
の
感
情

を
表
現
し
な
か
っ
た
こ
と
で
、「
真
正
性
」
が
あ
る
と
は
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
語
の
「
真

正
性
」
は
、
個
人
が
自
身
で
感
情
を
物
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
（W

ahl-Jorgensen, 20（9, p. 7（ 

）。

　

こ
う
し
た
「
真
正
な
語
り
」
は
、
政
治
家
の
み
な
ら
ず
一
般
市
民
も
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
真
正
性
」
に
対
す
る

ニ
ュ
ー
ス
バ
リ
ュ
ー
の
一
層
の
高
ま
り
に
貢
献
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ュ
ー
ス
の
分
析
戦
略
に
ど
の
よ
う
に
感
情
を
組
み
込
め

る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
個
人
が
物
語
る
、「
真
正
な
語
り
」
と
「
感
情
」
ど
う
い
う
視
座
で
分
析
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
日
常
生
活
を
通

じ
て
人
々
は
一
貫
性
の
な
い
多
様
で
先
行
き
不
透
明
な
経
験
を
す
る
。
こ
の
経
験
に
筋
立
て
し
、
一
貫
性
を
与
え
る
の
が
物
語
で
あ

る
（
リ
ク
ー
ル 

一
九
九
〇
＝
一
九
九
六
、xiv

頁
）。
自
分
自
身
を
物
語
る
こ
と
は
、
誰
に
と
っ
て
も
困
難
で
あ
る
。
こ
の
困
難
性
に

つ
い
て
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
バ
ト
ラ
ー　

二
〇
〇
五
＝
二
〇
〇
八
、
七
一
頁
）。
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「
私
に
よ
る
自
分
自
身
の
説
明
は
部
分
的
な
も
の
で
あ
り
、
私
が
い
か
な
る
決
定
的
な
物
語
も
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
取
り

憑
か
れ
て
い
る
。
私
は
、
な
ぜ
自
分
が
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
出
現
し
た
の
か
を
正
確
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
物
語
的
再
構
築
に

お
け
る
私
の
努
力
は
、
つ
ね
に
修
正
を
受
け
続
け
て
い
る
。
私
が
ど
ん
な
説
明
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
私
の
中
の
、
私
に
と
っ
て
の
対

象
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。」

こ
の
バ
ト
ラ
ー
の
指
摘
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
経
験
や
そ
し
て
感
情
を
語
る
こ
と
は
、
部
分
的
で
あ
り
、
完
全
な
形
で
語
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
加
え
て
、
様
々
な
経
験
は
、
自
分
以
外
の
他
者
と
関
係
し
て
お
り
、「
私
自
身
の
人
生
物
語
は
、
私
の
人
生
を

構
成
す
る
意
味
と
し
て
引
き
受
け
、
他
者
か
ら
受
け
取
っ
た
私
自
身
の
物
語
で
満
た
さ
れ
て
」
い
る
の
で
あ
る
（
リ
ク
ー
ル　

一
九

九
〇
＝
一
九
九
六
、xvii

頁
）。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
で
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
、
自
分
自
身
の
物
語
が
構
成

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
私
が
物
語
る
と
き
、
そ
れ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
か
ら
の
質
問
や
求
め
に
応
じ
な
が
ら
答
え
る
こ

と
に
な
り
、
そ
れ
が
果
た
し
て
、「
私
」
の
「
本
当
」
の
経
験
や
感
情
な
の
か
、
と
い
う
問
い
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
情
報
源
に
よ
る
経
験
や
感
情
の
物
語
は
、
常
に
不
完
全
な
も
の
で
し
か
な
く
、
そ
れ
は
一
時
的
な
一
側
面
に
焦
点

を
当
て
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
取
材
対
象
と
な
る
情
報
源
へ
の
負
担
も
少
な
く
な
い
。
メ
デ
ィ
ア
で
自
分
自
身
を
さ
ら
け
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
批
判
や
中
傷
に
晒
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
リ
ア
リ
テ
ィ
Ｔ
Ｖ
な
ど
自
分
自
身
を
物
語
化
し
て

さ
ら
け
出
す
メ
デ
ィ
ア
の
形
式
は
広
が
っ
て
い
る
（
ク
ド
リ
ー　

二
〇
一
二
＝
二
〇
一
八
、
一
五
五
頁
）。
こ
の
こ
と
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
に
お
け
る
物
語
の
「
真
正
性
」
が
よ
り
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
多
く
の
人
が
メ
デ
ィ

ア
で
自
分
自
身
を
物
語
り
、
さ
ら
け
出
す
と
同
時
に
、
そ
の
物
語
が
一
面
的
で
あ
る
こ
と
も
広
が
っ
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
り
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
情
報
源
の
よ
り
「
本
当
の
」、「
真
正
性
」
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、「
感
情
の
表
現
」
が
よ
り
一

層
強
く
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
、
こ
う
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
傾
向
は
、
自
身
に
降
り
か
か
っ
た
と
き
に
、
自
分
自
身
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

そ
の
困
難
性
に
直
面
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
の
場
合
、
感
情
を
め
ぐ
る
戦
略
的
儀
礼
と
い
う
手
続
き
に
収
ま
る
状
況
で
は
な
い
。

「『
ニ
ュ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ザ
・
ワ
ー
ル
ド
』
は
、
他
人
を
追
い
か
け
、
説
明
さ
せ
る
こ
と
を
生
業
に
し
て
い
た
。
自
身
に
説
明
す
る
順

番
が
ま
わ
っ
て
き
た
と
き
、
失
敗
し
た
」
と
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
が
述
べ
た
よ
う
に
（
ク
ド
リ
ー　

二
〇
一
二
＝
二
〇
一
八
、
二

九
七
頁
）、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
不
信
が
高
ま
る
な
か
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
自
身
の
「
真
正
性
」
も
ま
た
、
問
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
ニ
ュ
ー
ス
の
物
語

　
「
本
当
の
」「
も
っ
と
も
ら
し
い
」
と
い
う
「
真
正
性
」
の
高
ま
り
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
や
ポ
ス
ト
ト
ゥ
ル
ー
ス
の
状
況
を
促
進
し

て
い
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
で
は
、
我
々
／
彼
ら
と
い
う
二
項
対
立
図
式
に
基
づ
き
、
我
々
を
「
善
」、
彼
ら
を
「
悪
」
と
す
る

勧
善
懲
悪
の
物
語
が
利
用
さ
れ
る
（M

azzoleni 2003, p. （（ 

）。
例
え
ば
、
二
〇
〇
五
年
の
郵
政
選
挙
は
明
確
に
こ
の
勧
善
懲
悪
に

則
っ
た
物
語
が
ニ
ュ
ー
ス
に
適
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
近
年
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
は
、
勧
善
懲
悪
の
物
語
に
留
ま
ら
な
い
。

例
え
ば
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
政
治
を
「
怒
り
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
す
る
よ
う
に
、
善
悪
と
い
う
規
範
と
は
異
な
る
「
感
情
」
の

重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
関
心
か
ら
、
ウ
ォ
ー
ル
＝
ヨ
ル
ゲ
ン
セ
ン
は
、
ニ
ュ
ー
ス
の
物
語
分
析
を
通
じ
て
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
感
情
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
（W

ahl-Jorgensen 20（9

）。
そ
こ
で
は
、
ニ
ュ
ー
ス
に
お
い
て
敵
／
味
方
、
あ
る
い
は
我
々
／
彼
ら
の
位
置

づ
け
を
分
析
し
、
役
割
に
則
っ
た
形
で
出
来
事
を
物
語
る
こ
と
で
、
感
情
が
喚
起
さ
れ
る
。
抗
議
活
動
の
報
道
に
お
い
て
、
怒
り
が

ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
を
通
じ
て
、
抗
議
活
動
の
位
置
づ
け
が
「
敵
」
に
も
な
り
「
味
方
」
に
も
な
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
抗
議
活
動
の
目
的
が
合
理
的
で
、
そ
の
活
動
が
非
暴
力
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抗
議
者
た
ち
の
怒
り
は
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正
当
化
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
目
的
が
非
合
理
で
、
暴
力
や
破
壊
に
訴
え
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
正
当
で
は
な
い
怒
り
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
暴
力
や
破
壊
に
訴
え
る
よ
う
な
抗
議
活
動
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
目
的
が
合
理
的
で
あ
り
、
被
害
が
少

な
い
場
合
は
正
当
な
怒
り
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
換
言
す
る
と
、「
怒
り
」
と
い
う
一
つ
の
感
情
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

怒
り
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
か
は
、
文
脈
次
第
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
近
年
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
に
お
い

て
「
怒
り
」
が
極
め
て
重
要
な
感
情
と
し
て
出
現
し
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
「
怒
り
」
は
オ
バ
マ
政
権
に
お
い
て
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
も
の
で
あ
り
、
社
会
で
共
有
さ
れ
て
い
る
感
情
に
関
す
る
規
範
や
ル
ー
ル
で
あ
る
「
感
情
の
レ
ジ
ー
ム）

3
（

」
が
「
怒
り
」
へ
と
変
化

し
つ
つ
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
な
生
活
に
お
い
て
「
怒
り
」
を
表
明
す
る
こ
と
が
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
社
会
の
価
値
観
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
分
析
は
、
感
情
を
め
ぐ
る
戦
略
的
儀
礼
の
観
点
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ス
に
い
か
な
る
感
情
が
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の

か
を
分
析
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
出
来
事
が
「
怒
り
」
や
「
喜
び
」
を
生
む
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
感
情
が
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ニ
ュ
ー
ス
に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
「
怒
り
」

や
「
喜
び
」「
悲
し
み
」
な
ど
の
感
情
に
対
し
て
、
な
ぜ
そ
の
出
来
事
を
取
材
し
た
の
か
、
ま
た
出
来
事
を
そ
う
し
た
感
情
と
関
連

さ
せ
て
報
道
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
と
い
う
社
会
の
価
値
を
問
う
視
点
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
視
点
か
ら
ニ
ュ
ー
ス
・
テ
ク
ス
ト
の
物
語
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
が
、
言
説
分
析
の
視
座
で
あ
る
。
言
説
分
析
に
お

い
て
、
ニ
ュ
ー
ス
に
は
社
会
で
共
有
さ
れ
て
い
る
価
値
観
が
反
映
さ
れ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
ニ
ュ
ー
ス
の
分
析
を
通
じ
て
価
値
観
、

ひ
い
て
は
常
識
の
持
つ
権
力
性
を
考
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
言
説
分
析
を
行
う
こ
と
で
、
ニ
ュ
ー
ス
に
組
み
込
ま
れ
た
感
情

を
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
出
来
事
が
特
定
の
感
情
と
結
び
つ
く
の
か
、
報
道
を
通
じ
て
特
定
の
感
情
が

広
が
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
我
々
」
と
「
彼
ら
」
に
分
か
れ
て
い
く
の
か
を
考
察
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
の
ニ
ュ
ー
ス
を
め
ぐ
る
言
説
分
析
は
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
山
腰　

二
〇
一
二
な
ど
）。
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こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
は
、
善
／
悪
、
我
々
／
彼
ら
と
い
う
境
界
線
を
分
析
し
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
感
情
が
ニ
ュ
ー
ス
の
中
に

表
現
と
し
て
現
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
感
情
が
喚
起
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
感
情
と
い
う
側
面
を

ニ
ュ
ー
ス
の
分
析
に
含
め
る
こ
と
に
よ
り
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
よ
る
ニ
ュ
ー
ス
の
消
費
過
程
へ
と
そ
の
視
座
を
広
め
る
こ
と
と
な

る
。
す
な
わ
ち
、
感
情
表
現
が
含
ま
れ
た
出
来
事
の
ニ
ュ
ー
ス
に
接
し
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
が
ど
の
よ
う
に
感
情
を
喚
起
し
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
ニ
ュ
ー
ス
の
分
析
の
み
な
ら
ず
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
通
じ
て
分
析
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
ニ
ュ
ー
ス
の
消
費
過
程
と
い
う
視
点
に
加
え
て
、
感
情
と
い
う
側
面
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
そ
の
分
析
視
座
に
「
怒

り
」
や
「
嫌
悪
」
と
い
っ
た
否
定
的
な
感
情
の
み
な
ら
ず
、「
愛
」
と
い
っ
た
肯
定
的
な
感
情
が
含
ま
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

感
情
は
理
性
と
対
立
す
る
も
の
と
批
判
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
議
論
で
は
否
定
的
な
感
情
を
中
心
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
普
及
し
た
環
境
で
は
、「
好
意
」
と
い
う
感
情
を
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
喚
起
さ
せ
る
こ
と
で
支
持
を
獲

得
す
る
こ
と
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
エ
ド
・
ミ
リ
バ
ン
ド
党
首
（
当
時
）
は
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
中
心
に

特
に
若
い
女
性
の
「
好
意
」
の
感
情
を
喚
起
し
て
お
り
、
そ
の
支
持
者
は
「
ミ
リ
フ
ァ
ン
ダ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た

（W
ahl-Jorgensen 20（9, p. （33

）。「
真
正
性
」
を
通
じ
た
「
好
意
」、
そ
し
て
そ
の
先
に
あ
る
支
持
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
政
治
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
で
も
、
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
戦
略
の
一
つ
と
し
て
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
環
境
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
を
め
ぐ
る
ニ
ュ
ー
ス
の
言
説
分
析
の
戦
略
に
感
情
と
い

う
側
面
を
組
み
込
む
こ
と
で
、
ニ
ュ
ー
ス
の
「
送
り
手
」
と
「
受
け
手
」
の
双
方
の
視
野
に
含
め
た
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

の
で
あ
る
。「
真
正
な
語
り
」
を
通
じ
た
「
好
意
」
と
い
う
感
情
が
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
現
象
を
分
析
す
る

こ
と
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
ニ
ュ
ー
ス
の
研
究
に
新
た
な
知
見
を
提
示
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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お
わ
り
に

　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
理
性
と
感
情
の
対
立
図
式
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
客
観
報
道
の
理
念
が
重
視
さ
れ
て
い
た

（Pantti 20（0, p. （70

）。
こ
の
た
め
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
お
け
る
感
情
の
観
点
か
ら
の
研
究
は
、
発
展
し
て
き
た
と
は
言
い

が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
年
の
様
々
な
政
治
的
・
社
会
的
現
象
を
通
じ
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
民
主
的
な
意
思
形

成
―
決
定
の
過
程
か
ら
感
情
を
排
除
す
る
の
は
可
能
な
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
望
ま
し
い
こ
と
で
も
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
人
々

の
日
常
生
活
に
感
情
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
（
齋
藤　

二
〇
一
二
、
一
七
九
頁
）。
感
情
が
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
ど
の
よ
う
に
構
築

さ
れ
、
共
有
さ
れ
る
の
か
と
い
う
観
点
の
研
究
は
、
メ
デ
ィ
ア
環
境
が
急
激
に
変
化
し
た
現
代
社
会
に
お
い
て
も
重
要
な
も
の
で
あ

る
。

　

本
論
は
、
ニ
ュ
ー
ス
に
お
け
る
感
情
を
ど
う
分
析
で
き
る
の
か
を
考
察
し
て
き
た
。
ニ
ュ
ー
ス
生
産
過
程
に
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
感
情
労
働
、
そ
し
て
情
報
源
の
感
情
と
い
う
よ
う
に
、
感
情
と
い
う
側
面
が
存
在
し
て
い
る
。
本
論
は
、
ニ
ュ
ー
ス
に
お
け
る
感

情
を
言
説
分
析
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
、
そ
の
報
道
の
感
情
が
い
か
な
る
社
会
的
な
価
値
観
と
結
び
付
い
て
い
た
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
示
し
た
。
ま
た
、
出
来
事
を
物
語
る
こ
と
、
そ
の
「
真
正
な
語
り
」
の
重
要
性
の
高
ま
り
に
つ
い
て

も
指
摘
し
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
感
情
を
情
報
源
に
依
存
す
る
が
、
情
報
源
の
物
語
も
完
全
な
も
の
と
は
な
り
え
な
い
。「
真
正

性
」
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
情
報
源
の
物
語
が
よ
り
一
層
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
近
年
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
に
対
す
る
不
信
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
は
、
こ
う
し
た
感
情
と
い
う
視
座
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
知
見
を
得

ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

本
論
の
考
察
は
試
論
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
に
お
い
て
感
情
が
い
か
に
構
築
さ
れ
、
共
有
さ
れ
る

の
か
、
そ
れ
が
政
治
的
社
会
的
な
諸
問
題
に
ど
う
関
係
す
る
の
か
と
い
っ
た
考
察
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
本
論
で
提
示
し
た
視
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座
を
も
と
に
理
論
的
な
検
討
と
事
例
分
析
を
重
ね
て
い
く
こ
と
で
洗
練
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

（
（
）　

情
動
は
感
情
と
は
異
な
る
概
念
で
あ
る
が
、
深
く
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
情
動
は
、「
強
度
」
と
し
て
経
験
さ
れ
る
身
体
的
な
反

応
で
あ
り
、「
感
情
」
が
生
起
す
る
前
に
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
感
情
は
情
動
の
一
つ
の
過
程
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
情
動
は
身
体
的
な
反
応
で
あ
る
が
、
文
化
的
・
社
会
的
な
現
象
で
あ
る
（
伊
藤　

二
〇
一
九
、
六
七
頁
）。
し
か

し
、
感
情
そ
の
も
の
や
、
感
情
の
表
現
も
ま
た
文
化
的
・
社
会
的
な
現
象
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
文
化
的
か
つ
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
感

情
を
「
個
々
人
の
身
体
で
経
験
さ
れ
る
情
動
を
め
ぐ
り
、
諸
関
係
の
中
で
行
わ
れ
る
解
釈
」
と
定
義
し
、
論
じ
る
も
の
で
あ
る
（W

ahl-
Jorgensen 20（9

）。

（
2
）　

イ
エ
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
は
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
で
大
胆
な
報
道
を
特
徴
と
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
形
式
で
あ
る
。
一
八

九
〇
年
代
後
半
の
ア
メ
リ
カ
の
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
と
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ワ
ー
ル
ド
』
間
で
見
ら
れ
た
、
セ
ン
セ
ー

シ
ョ
ナ
ル
な
内
容
や
派
手
な
絵
を
用
い
た
読
者
獲
得
競
争
を
一
つ
の
起
源
と
す
る
。
読
者
獲
得
の
た
め
に
、
ロ
マ
ン
ス
や
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
、

ス
ポ
ー
ツ
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
、
出
来
事
を
誇
張
し
た
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
報
道
が
な
さ
れ
た
（Zelizer and A

llan 20（0, p. 
（73

）

（
3
）　

ウ
ォ
ー
ル
＝
ヨ
ル
ゲ
ン
セ
ン
は
「
感
情
の
レ
ジ
ー
ム
」
と
い
う
概
念
を
分
析
に
用
い
て
い
る
が
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
や
カ
ル
チ
ュ
ラ

ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
で
関
連
す
る
概
念
と
し
て
「
感
情
の
構
造
（structure of feeling

）」
が
挙
げ
ら
れ
る
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ　

一
九

八
三
＝
二
〇
一
六
、
一
七
頁
）。
感
情
の
構
造
は
「
社
会
秩
序
の
現
実
的
な
形
態
に
対
す
る
個
別
的
な
反
応
」
で
あ
り
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

　

一
九
八
三
＝
二
〇
一
六
、
一
七
頁
）、「
社
会
で
共
有
さ
れ
た
全
体
的
な
意
識
」
と
説
明
し
う
る
（
高
山　

二
〇
一
〇
）。
人
々
は
感
情

を
感
じ
る
こ
と
を
通
じ
て
感
情
の
構
造
に
参
加
し
て
お
り
、
感
情
を
政
治
的
、
か
つ
社
会
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
点
に
お
い
て
、
感
情

の
レ
ジ
ー
ム
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
感
情
の
構
造
は
諸
権
力
の
関
係
の
中
で
構
成
さ
れ
、
常
に
変
化
し
て
い
る
と
い
う
動
態
的
な
点
、

そ
し
て
感
情
の
構
造
が
「
様
々
な
制
度
、
組
織
な
ど
が
実
際
に
い
か
に
受
け
止
め
ら
れ
、
経
験
さ
れ
て
い
る
の
か
を
表
現
し
よ
う
と
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
0

0

」（
高
山　

二
〇
一
〇
、
一
二
八
頁
、
強
調
は
筆
者
に
よ
る
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
感
情
の
レ
ジ
ー
ム
と
の
違
い
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、

伊
藤
（
二
〇
一
八
）
や
高
山
（
二
〇
一
〇
）
を
参
照
の
こ
と
。
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