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構
築
主
義
の
国
際
政
治
学

―
実
証
主
義
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
間

大　

賀　
　
　

哲

は
じ
め
に

一　

な
ぜ
構
築
主
義
が
問
題
と
な
る
の
か

二　

社
会
科
学
に
お
け
る
構
築
主
義

三　

国
際
政
治
学
に
お
け
る
構
成
主
義

四　

国
際
政
治
学
に
お
け
る
言
説
分
析
―
理
論
史
か
ら
事
例
研
究
へ

五　

構
築
主
義
の
分
析
射
程
―
構
築
す
る
も
の
・
構
築
さ
れ
る
も
の
・
構
築
さ
れ
ざ
る
も
の

結
び

（85－３・４－57）



論　説

834

は
じ
め
に

構
築
主
義
（Constructivism

（
１
））

と
い
う
概
念
が
社
会
科
学
の
幅
広
い
領
域
で
採
用
さ
れ
、
定
着
し
て
か
ら
既
に
久
し
い
。
国
際
政
治
学

の
分
野
で
も
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
構
築
主
義
を
盛
り
込
ん
だ
広
範
な
議
論
及
び
既
存
の
理
論
の
読
み
直
し
が
起
こ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

構
築
主
義
と
い
う
概
念
が
包
括
す
る
理
論
的
領
野
は
恐
ろ
し
く
広
く
、
国
際
政
治
学
で
も
実
証
系
、
ポ
ス
ト
実
証
系
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
、

言
説
分
析
等
と
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
異
な
っ
た
構
築
主
義
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
構
築
主
義
と
題
す
る
研
究
が
多
い
割

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
派
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
概
念
で
構
築
主
義
を
用
い
て
お
り
、
い
っ
た
い
構
築
主
義
と
は
何
な
の
か
？
そ
れ
は
ど
の

よ
う
な
方
法
論
に
よ
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
可
能
で
あ
る
の
か
？
更
に
各
々
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ど
の
よ
う
な
長
所
・
短
所
を
内
在
し
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
体
系
的
な
整
理
は
未
だ
為
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
各
々
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
各
々
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
合
わ
せ
て
自
己

流
の
構
成
主
義
を
掲
げ
て
、
個
別
に
議
論
を
繰
り
広
げ
、
ア
プ
ロ
ー
チ
間
の
対
話
は
没
交
渉
の
状
態
に
あ
る（

２
）。

換
言
す
れ
ば
、
各
ア
プ
ロ
ー

チ
が
構
築
主
義
と
い
う
学
術
的
潮
流
に
乗
り
な
が
ら
学
派
間
分
業
を
行
っ
て
い
る
「
合
意
な
き
量
産
」
状
態
に
あ
る
と
言
え
よ
う（

３
）。

そ
う
い
っ
た
学
派
間
分
業
の
最
も
顕
著
な
例
が
国
際
政
治
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
研
究（

４
）で

あ
る
。
構
築
主
義
の
波
が
国
際
政
治
学

に
波
及
し
て
以
来
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
過
程
を
照
射
し
た
研
究
は
非
常
に
多
く
、
国
際
政
治
空
間
の
中
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が

ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
う
る
の
か
、
或
い
は
構
成
さ
れ
え
な
い
の
か
、
に
つ
い
て
既
に
数
多
く
の
研
究
業
績
が
生
産
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
反
面
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
概
念
や
用
法
は
分
野
間
で
没
交
渉
の
状
態
で
あ
り
、
生
産
的
な
対
話
は
今
日
ま
で
な
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
特
定
の
対
象
が
構
築
さ
れ
る
過
程
、
及
び
そ
の
過
程
を
知
る
た
め
の
方
法
論
に
つ
い
て
、
整
理
さ
れ
た
議
論
が
存
在
し
な
い
こ
と

に
原
因
が
あ
る
。
本
稿
の
趣
旨
は
多
種
多
様
な
広
が
り
を
持
つ
構
築
主
義
の
系
譜
を
明
ら
か
に
し
、
更
に
そ
の
主
要
な
方
法
論
で
あ
る
実
証

分
析
と
言
説
分
析
の
方
法
論
的
な
妥
当
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
方
法
論
的
な
文
脈
で
言
え
ば
、
国
際
政
治
学
の
分
野
で
も
構
築
主
義

を
用
い
た
研
究
は
既
に
相
当
な
蓄
積
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
方
法
論
的
に
体
系
化
し
た
も
の
は
非
常
に
少
な
い
。
本
稿
で
は
実
証
研
究
と
言
説

（法政研究 85－３・４－58）
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分
析
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
比
較
し
な
が
ら
、
実
証
主
義
や
言
説
分
析
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ど
の
よ
う
に
国
際
政
治
学
研
究
に
寄
与
し
う
る
の

か
を
考
察
し
て
い
く
。

本
稿
で
は
以
下
六
節
か
ら
論
を
展
開
し
て
い
く
。
第
一
節
で
は
構
築
主
義
の
問
題
枠
組
み
を
定
義
す
る
。
つ
ま
り
な
ぜ
構
築
主
義
と
い
う

課
題
が
社
会
科
学
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
か
を
吟
味
す
る
。
そ
の
上
で
第
二
節
で
は
社
会
科
学
に
お
け
る
構
築
主
義
研
究
の
系
譜
を
辿
っ

て
い
く
。
主
に
「
社
会
問
題
の
社
会
学
」「
物
語
論
」「
身
体
論
」
の
三
つ
の
角
度
か
ら
構
成
主
義
の
学
問
的
系
譜
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

第
三
節
で
は
国
際
政
治
学
に
お
け
る
構
築
主
義
の
展
開
を
俯
瞰
す
る
。
更
に
第
四
節
で
は
方
法
論
と
し
て
の
言
説
分
析
が
国
際
政
治
学
で
ど

の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。
最
後
の
第
五
節
で
は
、
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
構
築
主
義
の
分
析
射
程
を
考
察
す

る
。
一
方
で
構
築
主
義
は
構
築
す
る
も
の
か
ら
さ
れ
る
も
の
へ
、
そ
し
て
構
築
さ
れ
る
も
の
か
ら
構
築
す
る
も
の
へ
、
と
い
う
二
重
の
運
動

で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
は
構
築
す
る
／
さ
れ
る
主
体
を
主
題
化
し
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
定
の
要
因
を
排
除
し
て
し
ま
う
危
険
性

も
孕
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
構
築
主
義
に
は
常
に
「
構
築
す
る
／
さ
れ
る
も
の
」
と
「
構
築
さ
れ
ざ
る
も
の
」
と
の
光
と
影
の
緊
張
関
係
が
内

在
し
て
い
る
。
こ
の
節
で
は
、
構
築
さ
れ
ざ
る
も
の
と
い
う
射
程
か
ら
構
築
主
義
の
限
界
と
そ
れ
を
是
正
す
る
た
め
の
処
置
を
検
討
し
て
い

く
。
更
に
、
実
証
研
究
と
言
説
分
析
を
架
橋
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
模
索
し
て
い
く
。

一　

な
ぜ
構
築
主
義
が
問
題
と
な
る
の
か

理
論
上
、
方
法
論
上
、
な
ぜ
構
築
主
義
が
問
題
と
な
る
の
か
。
本
節
で
は
、
や
や
メ
タ
理
論
的
な
視
角
か
ら
構
築
主
義
の
認
識
論
を
整
理

し
、
そ
の
上
で
構
築
主
義
研
究
に
典
型
的
に
現
れ
や
す
い
一
次
理
論
／
二
次
理
論
、
経
験
論
的
調
査
可
能
性
、
オ
ン
ト
ロ
ジ
カ
ル
・
ゲ
リ
マ

ン
ダ
リ
ン
グ
な
ど
の
問
題
を
検
討
す
る
。

（85－３・４－59）
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（
一
）
構
築
主
義
の
認
識
論

　

構
築
主
義
と
は
基
本
的
に
は
本
質
主
義
の
バ
イ
ア
ス
を
排
除
し
て
、
真
理
や
本
質
が
社
会
的
に
構
築
さ
れ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
真
理
や
本
質
が
社
会
的
構
築
物
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
形
成
過
程
を
め
ぐ
っ
て
広

範
な
理
論
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
よ
る
構
築
主
義
の
差
異
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
用

語
と
そ
れ
ぞ
れ
の
前
提
を
整
理
す
る
と
い
う
手
順
を
先
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
遍
的
真
理
の
存
在
を
同
定
す
る
か
否
か
で
本
質
主

義
と
反
実
在
論
は
区
別
さ
れ
う
る
し
、
客
観
的
な
記
述
と
多
元
的
な
解
釈
が
可
能
か
否
か
で
実
証
主
義
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
は
区
別
さ
れ
う

る
。
し
か
し
実
際
に
は
本
質
主
義
と
実
証
主
義
、
反
実
在
論
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
を
混
同
し
た
議
論
は
多
い
。
こ
れ
ら
は
構
築
主
義
を
思
考

す
る
上
で
避
け
え
な
い
用
語
群
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
矮
小
化
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
そ
れ
ら
は
、
先
述
の
よ
う
に
本
質
主

義
／
反
本
質
主
義
の
軸
（
記
述
を
一
意
的
に
同
定
可
能
か
否
か
）
と
実
在
論
／
反
実
在
論
の
軸
（
記
述
対
象
が
存
在
す
る
か
否
か
）
を
混
同

し
て
い
る
の
で
あ
る（

５
）。

少
し
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
が
ち
な
構
築
主
義
の
認
識
論
を
示
し
た
も
の
が
次
頁
の
図
あ
る
。

ま
ず
本
質
主
義
と
実
証
主
義
を
み
て
い
こ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
本
質
主
義
は
実
証
主
義
的
で
あ
る
必
要
は
な
い
し
、
逆
も
ま
た
然
り
で

あ
る
。
本
質
主
義
と
は
、
こ
の
世
界
に
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
真
理
（
＝
本
質
）
が
存
在
し
、
そ
の
真
理
を
探
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
を
捉

え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
ま
た
実
証
主
義
と
は
経
験
論
的
調
査
可
能
性
（em

pirical researchability

）
を
媒
介

と
し
て
、
経
験
的
に
証
明
可
能
な
事
象
を
積
み
上
げ
て
い
け
ば
、
客
観
的
に
世
界
を
記
述
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

真
理
の
可
変
性
を
認
め
な
い
よ
う
な
極
端
な
本
質
主
義
は
確
か
に
構
築
主
義
と
は
相
容
れ
な
い
。
他
方
で
、
実
証
主
義
は
必
ず
し
も
構
築
主

義
と
相
反
し
た
立
場
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
経
験
論
的
調
査
可
能
性
の
領
域
―
つ
ま
り
経
験
的
に
証
明
可
能
な
事
象
の
質
と
量
―
は
絶

え
ず
更
新
さ
れ
続
け
て
い
く
の
で
、
実
証
主
義
に
も
ま
た
構
築
主
義
的
な
側
面
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

次
は
反
実
在
論
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
で
あ
る
。
反
実
在
論
と
は
物
理
的
世
界
と
人
間
の
認
識
的
世
界
は
不
可
分
で
あ
る
と
の
出
発
点
か

図
：

構
築

主
義

の
認

識
論

（法政研究 85－３・４－60）
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図
：

構
築

主
義

の
認

識
論
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ら
、
認
識
に
先
立
つ
あ
ら
ゆ
る
事
実
、
本
質
、
真
理
の
存
在
を
否
定
す
る
。
つ
ま
り
、
真
理
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
認
識
に
よ
っ

て
形
成
・
捏
造
さ
れ
た
真
理
が
存
在
す
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
つ
ま
り
実
証
主
義
に
認
識
論
的
リ
ア
リ
ズ
ム
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
反
実
在

論
に
あ
る
の
は
認
識
論
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
思
想
で
あ
る
。
更
に
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
立
場
は
、
真
理
に
対
す
る
多
元
的
な
解
釈
―
つ
ま
り
真

理
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
真
理
に
対
す
る
解
釈
は
多
元
的
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
が
ま
さ
に
時
代
や
状
況
に
よ
っ
て
彼
ら

が
言
説
実
践
と
呼
ぶ
も
の
を
媒
介
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
く
―
と
い
う
思
考
法
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
構
造
主
義
は
広
義
に
は
価
値
評
価
の
多
元

性
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
の
で
必
ず
し
も
反
実
在
論
や
認
識
論
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
採
用
す
る
必
要
は
な
い
（
真
理
が
実
在
す
る
か
否
か
と
、

そ
こ
に
一
意
的
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
か
否
か
は
別
問
題
で
あ
る
）（

６
）。

更
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
認
識
論
的
立
場
と
い
う
の
は
零
か
一
か
で
は
な
く
、
実
際
に
は
も
う
少
し
多
層
的
な
議
論
で
あ
る
―
た
と
え
ば

自
ら
の
記
述
を
永
久
不
滅
の
真
理
で
あ
る
と
考
え
る
実
証
主
義
者
が
少
数
で
あ
る
よ
う
に
、
現
実
は
す
べ
て
虚
構
で
あ
る
と
本
気
で
考
え
て

い
る
ポ
ス
ト
構
造
主
義
者
は
例
外
的
な
存
在
で
あ
る
、
程
度
の
こ
と
は
言
い
う
る
で
あ
ろ
う（

７
）。

つ
ま
り
、
絶
対
的
な
本
質
主
義
を
取
ら
な
い

立
場
は
特
定
の
事
象
に
対
す
る
観
察
結
果
、
価
値
や
解
釈
が
可
変
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
す
べ
て
構
築
主
義
の
範
疇
に
含
ま
れ
う

る
。
他
方
、
世
界
は
す
べ
て
虚
構
で
あ
る
と
い
う
極
端
な
反
実
在
論
も
定
義
上
、（
本
質
は
存
在
し
え
ず
社
会
的
に
構
築
さ
れ
る
と
い
う
意

味
に
お
い
て
）
構
築
主
義
に
含
ま
れ
う
る
が
、
構
築
主
義
の
な
か
で
そ
う
し
た
議
論
が
多
数
派
を
占
め
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
価
値
や
解
釈
が
社
会
的
な
構
築
物
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
何
も
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。
価
値
や
解
釈
が
社
会
的
に
構
築
さ
れ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
（
理
論
的
レ
ベ
ル
）、
且
つ
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を

我
々
が
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
（
方
法
論
的
レ
ベ
ル
）
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
構
築
主
義
の
研
究
に
顕
著
に
現

れ
が
ち
な
問
題
点
を
中
心
に
是
正
さ
れ
る
べ
き
課
題
を
検
討
し
て
い
く
。
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（
二
）
一
次
理
論
と
二
次
理
論

第
一
に
理
論
的
な
レ
ベ
ル
で
見
た
場
合
に
社
会
的
な
構
築
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
、
そ
れ
が
現
実
世
界
と
ど
の
よ
う
な
相
関
関
係
に
あ
る

の
か
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
相
関
関
係
を
盛
山
和
夫
の
一
次
理
論
／
二
次
理
論
を
補
助
線
と
し
な
が
ら
検
討
し

て
い
く（

８
）。

一
次
理
論
と
は
行
為
者
が
抱
い
て
い
る
意
味
世
界
一
般
（
お
よ
び
そ
こ
に
お
け
る
了
解
・
認
識
・
認
知
・
言
説
・
規
範
等
）
を
意
味
し
て

お
り
、
二
次
理
論
と
は
一
次
理
論
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
意
味
世
界
を
科
学
的
・
客
観
的
に
探
索
し
よ
う
と
す
る
（
観
察
可
能
な
現
象
と
し
た

把
握
し
よ
う
と
す
る
）
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
一
次
理
論
と
は
理
念
的
実
在
で
あ
り
、
二
次
理
論
と
は
観
察
を
可
能
と
す
る
よ
う
な

経
験
的
な
実
在
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
一
次
理
論
と
は
直
接
目
で
見
た
り
観
察
し
た
り
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
男
が
斧
で
木

を
切
っ
て
い
る
場
合
、
真
に
観
察
可
能
（
＝
二
次
理
論
）
な
の
は
「
斧
を
振
り
上
げ
て
木
に
振
り
下
ろ
し
た
」
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
そ
れ

が
「
木
を
切
っ
て
い
た
の
か
」、「
単
に
運
動
し
て
い
た
の
か
」、「
単
に
木
を
傷
つ
け
て
い
た
の
か
」
は
そ
の
男
の
意
味
世
界
の
範
疇
で
あ
り

一
次
理
論
で
あ
る（

８
）。

お
そ
ら
く
極
端
な
行
動
科
学
の
立
場
を
採
る
研
究
者
を
除
け
ば
、
一
次
理
論
の
存
在
を
否
定
す
る
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

こ
で
「
一
次
理
論
の
擬
似
二
次
理
論
化
」

）
（1
（

と
い
う
問
題
が
起
き
る
。
つ
ま
り
研
究
者
が
一
人
の
研
究
者
と
し
て
持
っ
て
い
る
一
次
理
論
を
、

客
観
的
な
事
象
と
し
て
二
次
理
論
的
世
界
に
密
輸
し
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
研
究
者
の
個
人
的
バ
イ
ア
ス
が
二
次

理
論
レ
ベ
ル
に
反
映
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
起
こ
り
が
ち
で
あ
る
し
、
特
定
の
事
象
の
構
築
過
程
を
観
察
者
が
恣
意
的
に
操
作
し
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
想
定
可
能
な
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
反
戦
運
動
を
例
に
取
る
と
、
あ
る
行
為
者
の
集
合
を
反
戦
運
動
と
し
て

同
定
し
て
し
ま
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
一
次
理
論
レ
ベ
ル
で
考
え
れ
ば
個
々
の
行
為
者
は
、
た
ま
た
ま
の
通
り
す
が
り
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
、
友
達
に
誘
わ
れ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
、
そ
し
て
戦
争
に
反
対
す
る
た
め
に
そ
こ
に
参
加
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
二
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次
理
論
の
レ
ベ
ル
で
観
察
可
能
な
の
は
行
為
者
の
集
ま
り
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
反
戦
運
動
の
た
め
に
行
為
者
が
そ
こ
に
集

ま
っ
た
」
と
い
う
同
定
を
行
う
こ
と
は
厳
密
に
言
う
と
観
察
者
自
身
の
一
次
理
論
的
世
界
を
経
験
論
的
な
二
次
理
論
世
界
に
そ
の
ま
ま
持
ち

込
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
観
察
者
の
バ
イ
ア
ス
は
な
ぜ
問
題
な
の
か
。
勿
論
、
一
次
理
論
と
二
次
理
論
の
境
界
を
厳
密
に
切
り
分
け
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
が
（
観
察
や
記
述
と
い
う
作
業
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
研
究
者
自
身
の
バ
イ
ア
ス
が
入
る
）、
両
者
の
区
別
を
無
視
す
る
こ
と
は
経

験
論
的
調
査
可
能
性
や
オ
ン
ト
ロ
ジ
カ
ル
・
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
が
孕
む
方
法
論
的
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
易
く
な
る
。
そ
し
て
一
次
理
論
の

存
在
を
無
視
或
い
は
軽
視
し
が
ち
な
実
証
研
究
に
お
い
て
は
こ
の
問
題
は
と
く
に
発
生
し
や
す
く
な
る
。

（
2
）
経
験
論
的
調
査
可
能
性
と
言
説
実
践

で
は
実
証
主
義
研
究
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
（
ま
た
は
言
説
分
析
）
は
ど
の
よ
う
に
構
成
主
義
を
捉
え
て
い
る
の
か
。
実
証
主
義
系
構
築
主

義
の
多
く
は
、
ア
イ
デ
ア
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
他
の
物
質
要
因
と
同
様
に
「
モ
ノ
」
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち

ア
イ
デ
ア
や
言
説
と
い
っ
た
要
因
に
経
験
論
的
調
査
可
能
性
と
い
う
補
助
線
を
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
根
底
に
あ
る
哲
学
は
、
社
会

を
貫
く
意
識
や
言
説
は
調
査
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
現
れ
た
具
体
的
な
活
動
や
社
会
活
動
は
調
査
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識

で
あ
る

）
（（
（

。

対
し
て
言
説
実
践
の
要
点
は
、
現
実
の
言
説
構
成
を
認
め
る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
真
に
客
観
的
な
言
明
は
存
在
し
え
ず
、
ど
の
よ
う
な
言

語
で
ど
の
よ
う
に
世
界
を
描
写
す
る
の
か
、
そ
の
選
択
の
中
に
既
に
権
力
／
知
の
関
係
へ
の
参
与
の
あ
り
方
が
内
在
し
て
い
る
。
構
築
主
義

と
い
う
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
の
中
で
言
説
実
践
を
捉
え
た
場
合
に
「
名
付
け
の
政
治
学
」「
定
義
の
政
治
学
」
が
露
わ
に
な
る
。

社
会
に
流
通
す
る
言
説
は
政
治
的
・
社
会
的
な
位
相
で
そ
の
意
味
が
構
成
・
再
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
再
構
成
の
過
程
で
あ
る
言
説

に
新
た
に
名
前
が
付
与
さ
れ
た
り
、
新
た
な
定
義
が
生
ま
れ
た
り
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
語
構
築
の
過
程
こ
そ
が
社
会
的
排
除
の
過
程
で
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も
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
病
名
を
名
付
け
る
こ
と
に
暴
力
が
内
在
し
て
い
て
、
名
付
け
に
よ
っ
て
患
者
の
存
在
が
明
ら
か
に

な
る

）
（1
（

。
こ
れ
を
社
会
的
な
文
脈
で
捉
え
た
場
合
、
例
え
ば
「
ら
い
予
防
法
」
と
い
う
法
律
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ハ
ン
セ
ン
病
患

者
」
が
名
指
し
の
暴
力
へ
と
晒
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
以
前
に
も
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
へ
の
差
別
や
排
除
は
存
在
し
て
い
た
が
、
こ
の
名
指
し
の

暴
力
に
よ
っ
て
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
／
非
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
と
い
う
明
確
な
境
界
線
が
引
か
れ
て
い
く

）
（1
（

。

言
説
分
析
は
こ
う
し
た
言
説
構
築
に
お
け
る
政
治
性
の
暴
露
に
は
敏
感
だ
が
、
実
証
主
義
系
構
築
主
義
の
研
究
は
こ
う
し
た
「
名
付
け
の

政
治
学
」「
定
義
の
政
治
学
」
の
問
題
を
避
け
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
「
構
築
さ
れ
た
も
の
」
と
看
做
す
こ
と

に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
主
体
が
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
排
除
が
起
き
て
し
ま
う
の
は
、
実
証
主
義
研
究
が
フ
ー
コ
ー
や

デ
リ
ダ
を
出
自
と
す
る
言
説
や
脱
構
築
と
い
う
概
念
を
か
な
り
過
少
に
評
価
し
、
単
な
る
認
識
や
評
価
の
変
容
と
し
て
捉
え
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
実
際
に
フ
ー
コ
ー
や
デ
リ
ダ
が
意
図
し
た
射
程
は
認
知
や
評
価
に
止
ま
ら
ず
、
認
識
対
象
そ
れ
自
体
を
管
理
・
統
制
し
て
い
る
指
令

モ
ー
ド
（
＝
権
力
／
知
の
体
系
）
の
脱
構
築
で
あ
る

）
（1
（

。
し
か
し
実
証
主
義
は
概
念
の
構
築
を
「
指
令
モ
ー
ド
」
と
し
て
捉
え
な
い
た
め
に
こ

う
し
た
「
名
付
け
の
暴
力
」
の
文
脈
に
対
し
て
は
徹
底
的
に
無
防
備
と
な
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
形
を
変
え
た
「
一
次
理
論
の
擬
似
二
次
理
論
化
」
で
あ
る
。「
指
令
モ
ー
ド
」
に
無
頓
着
で
あ
る
が
故
に
一
次
理
論
世
界

の
排
除
や
バ
イ
ア
ス
を
客
観
的
な
認
知
・
評
価
体
系
と
し
て
の
二
次
理
論
的
な
世
界
に
持
ち
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

（
三
）
オ
ン
ト
ロ
ジ
カ
ル
・
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
（
存
在
論
的
境
界
の
恣
意
的
線
引
き
）

更
に
実
証
主
義
研
究
に
は
オ
ン
ト
ロ
ジ
カ
ル
・
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
と
い
う
方
法
論
的
な
問
題
も
存
在
す
る
。
ウ
ル
ガ
ー
＝
ポ
ー
ラ
ッ
チ

は
構
成
主
義
に
お
け
る
オ
ン
ト
ロ
ジ
カ
ル
・
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
の
問
題
を
指
摘
し
た

）
（1
（

。
社
会
問
題
の
活
動
や
現
象
を
調
査
す
る
過
程
で
、

そ
の
背
景
に
あ
る
言
説
や
定
義
を
同
定
し
、
特
定
の
フ
レ
イ
ム
が
構
築
さ
れ
た
と
の
判
断
を
恣
意
的
に
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
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る
。
つ
ま
り
説
明
対
象
を
規
範
や
言
説
に
よ
る
価
値
実
践
と
捉
え
な
が
ら
、
そ
の
構
築
過
程
の
記
述
は
依
然
と
し
て
利
害
関
係
や
因
果
関
係

と
い
っ
た
客
観
的
科
学
論
に
依
存
し
、
特
定
の
フ
レ
イ
ム
で
価
値
判
断
を
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
多
く
が
存
在
論
的
に

価
値
や
規
範
に
目
を
向
け
な
が
ら
も
、
認
識
論
的
に
は
依
然
と
し
て
科
学
的
実
証
主
義
か
ら
抜
け
出
さ
な
い
の
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ

る
。
多
く
の
実
証
主
義
的
分
析
は
ア
イ
デ
ア
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
っ
た
観
念
を
、
物
質
秩
序
と
同
様
に
経
験
的
或
い
は
計
量
的
に
測

定
可
能
だ
と
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
主
権
概
念
、
人
権
や
脱
植
民
地
化
等
の
特
定
の
ア
イ
デ
ア
の
変
遷
や
史
的
文
脈
を
分
析
し
て
い
け

ば
、
そ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ア
の
変
容
か
ら
政
治
分
析
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
彼
ら
が
参
照
す
る
ア
イ
デ
ア
の
変
容
は
多
く
の
場

合
、
脆
弱
な
方
法
論
に
よ
っ
て
し
か
説
明
が
な
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
事
例
的
解
釈
に
頼
り
き
っ
て
い
る
（
主
権
国
家
の
概
念

や
脱
植
民
地
化
、
民
主
主
義
や
人
権
概
念
の
定
着
と
付
帯
）。
こ
れ
で
は
分
析
者
の
視
点
と
い
う
大
き
な
偏
差
を
持
っ
た
解
釈
に
過
ぎ
な
い

）
（1
（

。

こ
れ
も
同
様
に
一
次
理
論
／
二
次
理
論
の
境
界
に
無
頓
着
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。
一
次
理
論
の
存
在
を
否
定
し
、
客
観
的
・
経

験
的
な
二
次
理
論
の
構
築
を
目
指
す
が
故
に
特
定
の
認
識
（
多
く
の
場
合
は
研
究
者
個
人
の
一
次
理
論
的
世
界
）
を
理
論
構
築
や
分
析
の
過

程
に
密
輸
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
実
証
分
析
の
問
題
を
言
説
分
析
は
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
何
か
を
説
明
す
る
と
い

う
作
業
に
は
、
あ
る
一
定
の
存
在
論
的
前
提
が
不
可
避
で
あ
る

）
（1
（

。
そ
れ
故
に
言
説
分
析
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
問
題
を
完
全
に
取
り
除
く
こ

と
は
で
き
な
い
、
し
か
し
言
語
構
築
の
権
力
性
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
問
題
を
最
小
化
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
ま
た
研
究
者
は
社
会
現
象

を
手
に
と
っ
て
吟
味
す
る
こ
と
な
ど
は
で
き
ず
、
通
常
、
研
究
者
が
ア
ク
セ
ス
可
能
な
リ
ソ
ー
ス
は
そ
の
現
象
か
ら
生
ま
れ
た
言
説
だ
け
な

の
だ
か
ら
、
言
説
実
践
を
精
密
に
分
析
す
れ
ば
良
い
と
い
う
開
き
直
り
も
あ
ろ
う

）
（1
（

。
更
に
研
究
者
の
ア
ク
セ
ス
が
現
象
の
言
語
的
表
象
だ
け

で
あ
る
の
な
ら
ば
、
事
実
や
真
理
の
実
在
を
想
定
す
る
こ
と
は
「
否
定
は
し
な
い
け
れ
ど
も
リ
ダ
ン
ダ
ン
ト
で
あ
る
」）

（1
（

と
い
う
指
摘
も
理
に

適
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
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二　

社
会
科
学
に
お
け
る
構
築
主
義

前
節
で
は
構
築
主
義
の
理
論
的
・
方
法
論
的
な
課
題
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
で
は
実
際
に
構
築
主
義
研
究
は
社
会
科
学
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
発
展
し
て
き
た
の
か
。
構
築
主
義
の
出
自
は
社
会
学
に
お
け
る
社
会
問
題
の
研
究
で
あ
る
。
で
は
国
際
政
治
学
に
先
立
っ
て
社
会
学
に

お
い
て
構
築
主
義
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
の
か
。
本
節
で
は
主
に
社
会
学
に
お
け
る
動
向
に
目
を
む
け
、
社
会
問
題
研
究
・
物
語
論
・

身
体
論
の
三
つ
の
ア
ン
グ
ル
か
ら
構
築
主
義
の
展
開
を
考
察
す
る

）
11
（

。

社
会
学
の
文
脈
で
「
構
築
主
義
と
は
何
か
？
」
を
問
う
た
場
合
、
バ
ー
ガ
ー
＝
ル
ッ
ク
マ
ン
の
以
下
の
引
用
が
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
ろ

う
。「
現
実
と
は
社
会
的
に
構
築
さ
れ
て
お
り
、
知
識
社
会
学
は
、
こ
の
構
築
が
お
こ
な
わ
れ
る
過
程
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」）

1（
（

。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
引
用
で
は
ま
だ
何
も
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
第
一
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
現
実
が
社
会
的
に
構
築
さ
れ
る

と
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
解
析
可
能
な
の
か
が
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
構
築
主
義
者
に
共
通
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
構
築
主
義
者
が

と
る
ス
タ
ン
ス
に
共
通
の
座
標
軸
な
ど
は
な
く
概
ね
、
以
下
の
緩
や
か
な
要
件
を
共
有
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
①
ア
プ
リ
オ
リ
な
知
識
へ

の
批
判
的
視
座
（
＝
反
本
質
主
義
）、
②
歴
史
的
・
文
化
的
特
殊
性
へ
の
配
慮
（
知
識
の
歴
史
性
・
相
対
性
）、
③
知
識
識
が
社
会
過
程
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
（
社
会
行
為
と
し
て
の
知
識
及
び
言
説
実
践
）、
④
知
識
と
社
会
行
為
の
相
関
関
係
（
相
互
作
用
と
過
程

へ
の
着
目
）

）
11
（

。
現
実
の
社
会
的
構
築
が
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
解
析
可
能
で
あ
る
の
か
、
そ
の
検
証
は
次
節
以
降
に
譲
る
と
し

て
、
本
節
で
は
構
築
主
義
と
い
う
問
題
系
が
そ
の
出
自
と
さ
れ
る
社
会
学
の
中
で
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
き
た
の
か
を
検
証
す
る
。
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（
一
）
社
会
問
題
の
社
会
学

社
会
学
に
お
い
て
最
初
に
構
築
主
義
が
注
目
さ
れ
た
の
は
、
社
会
運
動
の
研
究
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
分
野
を
切
り
開
い
た
の
は
ス

ペ
ク
タ
ー
＝
キ
ツ
セ
で
あ
る

）
11
（

。
彼
ら
の
研
究
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
点
は
、
社
会
問
題
に
つ
い
て
の
社
会
学
者
（
＝
観
察
者
）
の
ま
な
ざ
し
の
持

つ
恣
意
性
を
暴
露
し
た
こ
と
に
あ
る
。
社
会
問
題
に
お
い
て
特
定
の
価
値
や
規
範
が
共
有
さ
れ
て
い
た
場
合
、
そ
の
共
有
さ
れ
た
価
値
・
規

範
の
分
析
に
お
い
て
そ
れ
を
同
定
す
る
社
会
学
者
の
価
値
付
け
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
む
し
ろ
研
究
者
が
専

門
家
と
し
て
の
知
の
定
義
権
を
乱
用
し
、
特
定
の
道
徳
的
判
断
を
押
し
付
け
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
へ
と
帰
着

す
る
。

　

こ
の
視
座
は
バ
ー
ガ
ー
＝
ル
ッ
ク
マ
ン
の
知
識
社
会
学
の
視
座
と
比
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
意
義
を
有
し
て
い
た
。
即
ち
、
バ
ー
ガ
ー
＝

ル
ッ
ク
マ
ン
に
と
っ
て
は
社
会
の
中
で
構
築
さ
れ
る
知
識
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
点
が
主
眼
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ス
ペ

ク
タ
ー
＝
キ
ツ
セ
は
特
定
の
知
の
経
路
を
貼
り
付
け
る
も
の
、
特
定
の
ラ
ベ
ル
を
恣
意
的
に
貼
り
付
け
る
知
的
権
威
に
そ
の
焦
点
が
あ
っ

た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
社
会
問
題
の
社
会
学
は
オ
ン
ト
ロ
ジ
カ
ル
・
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
の
問
題
を
招
来
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
二
）
物
語
論

も
う
一
つ
の
ア
ン
グ
ル
に
物
語
論
の
展
開
が
あ
る
。
物
語
論
は
、
歴
史
学
、
臨
床
心
理
学
、
文
化
人
類
学
の
文
脈
で
そ
れ
ぞ
れ
発
展
し
て

き
た
。
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①
歴
史
学

歴
史
学
は
過
去
を
ど
の
よ
う
に
再
現
し
う
る
の
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
記
録
さ
れ
、
語
ら
れ
る
歴
史
が
誰
に
と
っ
て
の
も

の
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
か
ら
歴
史
学
は
基
本
的
に
は
逃
れ
ら
れ
な
い
。
そ
の
状
況
下
で
登
場
し
た
の
が
歴
史
的
構
築
主
義
の
立
場
で
あ

ろ
う
。
即
ち
、
歴
史
の
真
実
や
事
実
は
特
定
の
角
度
か
ら
問
題
化
さ
れ
、
特
権
的
に
構
成
さ
れ
た
現
実
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
立
場
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
構
成
さ
れ
た
「
現
実
」
―
ま
さ
に
そ
の
も
っ
と
も
ら
し
さ
―
を
め
ぐ
っ
て
歴
史
解
釈
の
闘
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。

　

た
だ
こ
う
し
た
歴
史
を
問
題
化
し
て
見
る
視
点
は
、
歴
史
学
内
部
で
は
言
語
論
的
転
回
以
前
か
ら
あ
る
程
度
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
た
。

例
え
ば
、
Ｅ
．
Ｈ
．
カ
ー
は
『
歴
史
と
は
何
か
』）

11
（

に
お
い
て
、
客
観
的
な
史
実
や
史
料
を
蓄
積
す
る
の
が
歴
史
で
は
な
く
、
歴
史
的
事
実
と

歴
史
家
の
選
択
と
解
釈
と
の
相
互
交
渉
を
重
視
し
た
歴
史
観
を
表
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
歴
史
と
は
「
現
在
と
過
去
と
の
絶
え
ざ
る
対
話
」

で
あ
る
の
で
唯
一
不
変
の
正
史
や
歴
史
の
決
定
版
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
絶
え
ず
書
き
直
さ
れ
続
け
る

）
11
（

。

ま
た
「
歴
史
家
が
用
い
る
言
葉
そ
れ
自
体
―
民
主
主
義
、
帝
国
、
戦
争
、
革
命
と
い
う
よ
う
な
言
葉
―
が
そ
の
時
代
の
含
み
を
持
っ
て
い

る
も
の
で
、
歴
史
家
は
こ
れ
ら
の
言
葉
を
こ
う
し
た
含
み
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
出
来
な
い
」）

11
（

と
い
う
視
座
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
言

語
の
恣
意
性
・
選
択
性
の
問
題
に
か
な
り
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
ま
た
上
記
引
用
の
「
時
代
の
含
み
」
を
「
時
代
の
言
説
」
と
置
換
す
れ
ば
、

カ
ー
の
歴
史
観
は
構
築
主
義
的
な
歴
史
観
―
と
り
わ
け
フ
ー
コ
ー
の
系
譜
学
的
な
歴
史
観

）
11
（

と
極
め
て
酷
似
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う

）
11
（

。

し
か
し
、
そ
う
す
る
と
歴
史
家
は
自
分
の
趣
向
に
合
わ
せ
て
、
あ
る
解
釈
を
自
分
に
と
っ
て
の
「
真
実
」
と
し
て
選
び
取
る
の
か
、
と
い

う
歴
史
相
対
主
義
の
問
題
が
待
ち
構
え
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
構
築
主
義
や
言
語
論
的
転
回
に
対
し
て
歴
史
学
は
、
そ
れ
ら
が
及
ぼ
し
た
認

識
論
的
視
座
（
例
え
ば
メ
タ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
）
に
魅
惑
さ
れ
つ
つ
も
、
客
観
的
因
果
関
係
の
解
明
と
い
う
歴
史
学
の
聖
域
に
爆
風
が
及
ぶ
こ

と
に
は
警
戒
感
を
持
ち
、
歴
史
的
事
実
や
因
果
関
係
そ
れ
自
体
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
決
し
て
全
面
降
伏
は
し
な
い
と
い
う
微
妙

な
立
場
を
貫
い
て
き
た

）
11
（

。
す
な
わ
ち
、
言
語
論
的
転
回
―
事
実
は
言
語
に
よ
り
構
築
さ
れ
、「
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
歴
史
を
語
る
の
か
」、
そ

の
選
択
の
中
に
「
歴
史
を
語
る
こ
と
の
政
治
学
」
が
内
在
し
て
い
る
―
と
い
う
発
見
は
有
益
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
歴
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史
が
完
全
な
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
つ
ま
り
言
語
論
的
転
回
は
既
存
の
歴
史
学
を
補
完
す
る
「
有
益
な
遺
産
の
一
つ
」）

11
（

と
い
う

の
が
最
も
現
実
的
な
評
価
で
あ
ろ
う
。

②
臨
床
心
理
学

臨
床
領
域
に
お
け
る
社
会
構
築
主
義
は
、
病
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
そ
し
て
治
療
を
ど
の
よ
う
に
実
践
す
る
の
か
と
い
う
二
つ
の

動
機
付
け
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
近
年
、
注
目
を
集
め
て
い
る
の
が
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
セ
ラ
ピ
ー
論
で
あ
る
。
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
セ
ラ

ピ
ー
と
は
、
医
師
や
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
の
専
門
家
の
状
況
把
握
・
定
義
権
の
独
占
に
対
し
て
患
者
の
立
場
か
ら
ひ
と
ま
と
ま
り
の
物
語
を
作

り
上
げ
そ
の
物
語
を
共
有
す
る
と
い
う
心
理
療
法
で
あ
る
。
こ
の
様
式
に
お
い
て
は
医
師
と
患
者
が
「
物
語
と
し
て
の
自
己
を
構
成
し
て
い

く
共
同
作
業
」
の
実
践
が
重
視
さ
れ
、
こ
の
自
己
構
成
の
作
業
は
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
物
語
は
語
ら
れ
る
た
び
に
更
新
さ
れ
、

変
形
さ
れ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る

）
1（
（

。

医
療
行
為
、
す
な
わ
ち
生
物
学
的
疾
患
を
確
認
し
、
治
療
を
行
う
と
い
う
行
為
に
は
既
に
定
義
す
る
こ
と
の
政
治
学
が
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
。

生
物
学
的
疾
患
を
直
接
経
験
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
言
説
実
践
を
通
じ
て
我
々
は
病
を
認
識
す
る

）
11
（

。
こ
の
病

の
社
会
的
構
築
は
、
医
療
社
会
学
の
分
野
で
は
医
療
化
（m

edicalization

）
と
呼
ば
れ
、
か
つ
て
病
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
象

が
病
気
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
医
療
の
制
度
的
管
轄
下
で
統
制
さ
れ
る
過
程
を
指
す

）
11
（

。
そ
し
て
こ
う
し
た
統
制
過
程
を
批
判
的
に
み

る
視
座
と
し
て
構
築
主
義
は
発
展
し
て
き
た
。

③
文
化
人
類
学

人
類
学
に
お
け
る
構
築
主
義
の
登
場
は
、
歴
史
学
と
同
様
に
「
観
察
者
の
特
権
的
な
ま
な
ざ
し
」
を
脱
構
築
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
転
回

の
局
地
戦
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
。
即
ち
、
文
化
人
類
学
の
発
展
と
不
可
分
で
あ
っ
た
西
洋
帝
国
主
義
の
瓦
解
、
旧
植
民
地
を
出
身
と
す
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る
人
類
学
者
の
登
場
、
そ
し
て
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
を
中
心
と
し
た
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
思
想
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
の
急
進
的
な

受
容
と
展
開
等
に
よ
っ
て
、
自
己
（
調
査
す
る
人
類
学
者
）
と
他
者
（
調
査
さ
れ
る
現
地
人
）
の
関
係
性
が
内
外
か
ら
の
批
判
に
晒
さ
れ
て

い
る

）
11
（

。
構
成
主
義
的
人
類
学
は
、
文
化
や
伝
統
及
び
慣
習
と
い
っ
た
要
素
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
現
在
の
政

治
的
・
文
化
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
と
い
う
視
座
に
立
つ

）
11
（

。

ま
た
こ
れ
と
前
後
し
て
実
験
的
民
族
誌
と
い
う
潮
流
―
調
査
者
の
視
点
を
擬
似
客
観
化
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
自
己
体
験
型
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
の
主
題
化
で
も
な
く
、
調
査
者
と
住
民
と
の
対
話
を
重
視
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
―
も
生
ま
れ
て
く
る

）
11
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
は
住

民
の
視
点
（
ま
た
は
住
民
と
調
査
者
の
対
話
）
か
ら
文
化
と
い
う
物
語
を
再
構
成
し
て
い
く
作
業
で
あ
る
。

要
す
る
に
歴
史
学
に
お
け
る
構
築
主
義
が
「
歴
史
を
本
質
化
す
る
語
り
」
へ
の
弾
劾
裁
判
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
化
人
類
学
に
お
け
る
構
築

主
義
は
「
文
化
を
本
質
化
す
る
語
り
」
へ
の
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
三
）
身
体
論

身
体
を
テ
ー
マ
に
し
て
社
会
構
築
を
思
考
す
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
う
る
の
か
。
従
来
、「
身
体
」
と
は
言
語
や
文
化
が
書

き
込
ま
れ
る
基
盤
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
性
を
自
明
の
も
の
と
し
て
規
定
す
る
生
物
学
的
本
質
主
義
に
対
し
て
は

有
効
で
あ
る
が
、
こ
の
立
場
自
体
が
別
の
次
元
で
本
質
主
義
と
合
流
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
マ
ネ
ー
＝
タ
ッ
カ
ー

）
11
（

は
言
語
的
構
築
主

義
の
立
場
に
立
ち
、
言
語
活
動
が
概
念
を
形
成
し
、
性
の
分
化
と
言
語
習
得
は
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
一
度
獲
得
さ
れ
て
し
ま
っ
た
性

自
認
が
覆
る
こ
と
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
生
物
学
的
本
質
主
義
を
退
け
て
い
る
が
変
わ
り
に
文
化
（
言
語
）
本
質
主
義

に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
身
体
論
に
お
け
る
構
築
主
義
は
こ
の
よ
う
に
本
質
主
義
と
対
峙
し
な
が
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
理
論

や
ク
ィ
ア
理
論
と
合
流
し
な
が
ら
発
展
・
定
着
し
て
き
た
。
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以
上
、
社
会
学
と
そ
の
周
辺
領
域
に
お
け
る
構
築
主
義
の
展
開
を
見
て
き
た
が
、
特
徴
的
な
こ
と
は
構
築
主
義
と
い
う
問
題
系
が
直
接
的

に
も
間
接
的
に
も
「
観
察
者
の
ま
な
ざ
し
の
暴
露
」
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
特
定
の
価
値
や
規
範
・
言

説
が
社
会
的
に
構
築
さ
れ
る
場
合
に
「
何
が
」「
ど
の
よ
う
に
」
構
築
さ
れ
る
の
か
と
い
う
課
題
と
同
様
に
、
誰
が
そ
れ
を
描
写
し
、
そ
こ

に
あ
る
種
の
恣
意
性
が
沈
殿
し
て
し
ま
う
の
か
、
と
い
う
課
題
を
構
成
主
義
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

三　

国
際
政
治
学
に
お
け
る
構
築
主
義

前
節
で
は
社
会
科
学
に
お
け
る
構
築
主
義
の
展
開
を
俯
瞰
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
本
節
で
は
国
際
政
治
学
に
立
ち
返
り
、
国
際
政
治
学
に

お
け
る
構
築
主
義
の
展
開
を
整
理
す
る
。
国
際
政
治
学
に
お
け
る
構
築
主
義

）
11
（

は
主
に
二
つ
の
系
統
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
ウ
ェ
ン
ト
＝

カ
ッ
チ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
実
証
系
構
築
主
義
と
オ
ヌ
フ
＝
ク
ラ
ト
ク
ウ
ィ
ル
の
ポ
ス
ト
実
証
系
構
築
主
義
で
あ
る
。

（
一
）
実
証
系
構
築
主
義

実
証
系
構
築
主
義
は
い
わ
ゆ
る
第
三
論
争
の
流
れ
を
受
け
、
実
証
主
義
と
ポ
ス
ト
実
証
主
義
の
対
立
軸
を
接
合
・
架
橋
す
る
手
段
と
し
て

登
場
し
た
。
代
表
的
な
も
の
は
ウ
ェ
ン
ト
や
カ
ッ
ツ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
社
会
構
築
主
義
で
あ
る

）
11
（

。
ウ
ェ
ン
ト
は
国
際
的
無
政
府
状
態
（
ア

ナ
ー
キ
ー
）
を
、
カ
ッ
ツ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
国
家
安
全
保
障
を
構
築
主
義
の
枠
組
み
か
ら
検
証
し
た
。
両
方
の
研
究
に
共
通
す
る
の
は
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
概
念
化
を
試
み
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
軸
か
ら
ア
ナ
ー
キ
ー
や
安
全
保
障
を
検
証
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
議
論
は
ア
イ
デ
ア
と
い
う
新
た
な
分
析
変
数
を
導
入
し
て
は
い
る
も
の
の
、
主
た
る
方
法
論
は
行
動
科
学
に
根
ざ
し

た
実
証
分
析
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
い
っ
た
研
究
は
失
敗
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
オ
ン
ト
ロ
ジ
カ
ル
・
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
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グ
の
ジ
レ
ン
マ
を
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る

（
二
）
ポ
ス
ト
実
証
系
構
築
主
義

ウ
ェ
ン
ト
と
カ
ッ
ツ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
実
証
系
構
築
主
義
に
対
し
て
、
ポ
ス
ト
実
証
主
義
の
構
築
主
義
の
代
表
例
は
オ
ヌ
フ
と
ク
ラ
ト

ク
ウ
ィ
ル
で
あ
る

）
11
（

。
オ
ヌ
フ
は
国
際
政
治
学
に
構
築
主
義
の
概
念
を
最
初
に
導
入
し
、
哲
学
と
社
会
理
論
を
交
差
し
な
が
ら
理
論
構
築
を

行
っ
た
。
オ
ヌ
フ
は
ス
ピ
ー
チ
・
ア
ク
ト
・
セ
オ
リ
ー
を
援
用
し
な
が
ら
言
語
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
に
着
目
し
、
国
際
社
会
の
中
で

特
定
の
言
説
に
ど
の
よ
う
に
特
定
の
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
く
の
か
を
分
析
し
た
。
ま
た
ク
ラ
ト
ク
ウ
ィ
ル
は
言
語
哲
学
に
依
拠
し
な
が

ら
、
国
際
政
治
上
の
規
範
が
ど
の
よ
う
に
構
築
・
定
着
し
て
い
く
の
か
を
分
析
し
た
。
そ
れ
は
ル
ー
ル
や
規
範
が
合
理
選
択
の
産
物
で
は
な

く
、
間
主
観
性
の
中
で
行
為
者
間
の
間
に
ど
の
よ
う
に
意
味
付
け
ら
れ
て
い
く
の
か
の
考
察
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
構
築
主
義
は
互
い
に
互
い
を
参
照
し
合
う
空
間
を
構
成
し
て
は
い
た
が
、
お
互
い
に
共
通
の
基
盤
の
下
で
議
論
す
る
と
い
う

こ
と
は
な
か
っ
た
。
第
三
論
争
の
実
証
主
義
／
ポ
ス
ト
実
証
主
義
と
い
う
対
立
軸
に
引
き
づ
ら
れ
て
お
互
い
に
生
産
的
な
対
話
は
起
こ
り
得

な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
学
問
的
な
二
項
対
立
化
を
是
正
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
と
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
学
派
の
一
連
の
研
究
は
、
ポ

ス
ト
構
造
主
義
や
言
説
分
析
を
方
法
論
的
に
強
化
し
、
事
例
研
究
を
行
う
こ
と
で
構
築
主
義
研
究
の
一
つ
の
画
期
を
作
り
出
し
た
。
次
節
で

は
主
に
キ
ャ
ン
ベ
ル
と
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
学
派
の
事
例
研
究
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。
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四　

国
際
政
治
学
に
お
け
る
言
説
分
析
―
理
論
史
か
ら
事
例
研
究
へ

キ
ャ
ン
ベ
ル
と
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
学
派
は
ど
の
よ
う
に
言
説
分
析
を
事
例
研
究
に
応
用
し
た
の
か
。
先
ず
デ
ー
ビ
ッ
ト
・
キ
ャ
ン
ベ
ル

）
1（
（

は
、

冷
戦
史
の
文
脈
で
ア
メ
リ
カ
外
交
史
を
再
検
証
し
た
。
そ
の
作
業
は
個
々
の
外
交
言
説
が
ど
の
よ
う
に
内
部
／
外
部
の
論
理
を
強
化
し
て
い

た
の
か
の
分
析
で
あ
る
。
キ
ャ
ン
ベ
ル
は
交
渉
過
程
と
し
て
の
「
狭
義
の
外
交
政
策Foreign Policy

」
と
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
象

過
程
と
し
て
の
「
広
義
の
外
交
政
策foreign policy

」―
或
い
は
「
外
交
」
に
対
す
る
「
メ
タ
外
交

0

0

0

0

」―
を
区
別
し
て
い
る

）
11
（

。
メ
タ
外
交
史

と
は
繰
り
返
し
設
定
・
再
設
定
さ
れ
る
境
界
の
運
営
と
維
持
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
ア
メ
リ
カ
外
交
史
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、
ア

メ
リ
カ
は
外
交
と
い
う
表
象
を
用
い
て
内
部
／
外
部
の
境
界
を
強
化
し
、
ア
メ
リ
カ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
し
て
き

た
。
そ
の
境
界
の
表
象
は
「
外
部
に
対
す
る
脅
威
」
の
表
象
で
あ
り
、
そ
の
対
象
は
共
産
主
義
で
あ
っ
た
り
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
・
麻
薬
で
あ
っ

た
り
す
る
。
即
ち
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
研
究
は
、
非
対
称
化
さ
れ
た
脅
威
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
国
の
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

強
化
す
る
手
段
と
し
て
外
交
史
を
再
定
義
し
、
そ
の
外
交
言
説
を
再
検
討
し
た
も
の
で
あ
る

）
11
（

。

バ
リ
ー
・
ブ
ザ
ン
と
オ
ル
・
ウ
ィ
ー
バ
ー
達
の
（
い
わ
ゆ
る
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
学
派
）
一
連
の
研
究

）
11
（

は
、
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

い
う
視
点
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
交
を
再
読
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ン
ベ
ル
が「
広
義
の
外
交
」と「
狭
義
の
外
交
」区
別
し
た
よ
う
に
、

ブ
ザ
ン
＝
ウ
ィ
ー
バ
ー
も
「
狭
義
の
安
全
保
障social security
」
と
「
広
義
の
安
全
保
障societal security

」
を
区
別
し
て
い
る
。
前
者

が
国
家
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
、
国
民
の
生
命
・
財
産
等
の
防
衛
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
国
家
の
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
防
衛
で
あ
る
。
即
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
外
交
交
渉
の
場
で
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
、
強
化
さ
れ

て
き
た
の
か
を
内
部
／
外
部
の
関
係
性
の
中
で
考
察
し
た
も
の
で
あ
る

）
11
（

。

こ
の
よ
う
に
キ
ャ
ン
ベ
ル
と
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
学
派
は
安
全
保
障
や
外
交
と
い
っ
た
実
証
研
究
が
既
に
多
く
生
産
さ
れ
て
い
る
領
域
で
事

例
研
究
を
行
い
、
言
説
分
析
の
精
度
を
高
め
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
実
証
研
究
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
接
合
を
思
考
す
る
上
で
一
つ
の
前
提
を
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用
意
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
次
節
で
は
構
築
主
義
一
般
の
抱
え
る
課
題
に
触
れ
な
が
ら
、
実
証
研
究
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
接

合
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

五　

構
築
主
義
の
分
析
射
程
―
構
築
す
る
も
の
・
構
築
さ
れ
る
も
の
・
構
築
さ
れ
ざ
る
も
の

こ
れ
ま
で
の
節
で
は
構
築
主
義
の
流
れ
を
社
会
科
学
か
ら
国
際
政
治
学
へ
と
俯
瞰
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
を
列
挙
し
て
き
た
。
で
は
構

築
主
義
と
は
如
何
な
る
問
題
を
抱
え
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
回
避
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
構
築
主
義
は
社
会
に
お
け
る
特
定
の
主
題
に
照

射
し
、
そ
の
主
題
が
構
築
さ
れ
る
過
程
に
着
目
す
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
光
が
当
た
り
易
い
部
分
と
、
逆
に
そ
れ
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
て

し
ま
う
部
分
が
不
可
避
的
に
存
在
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、「
構
築
す
る
も
の
」（
構
築
の
主
体
）
と
「
構
築
さ
れ
る
も
の
」（
構
築
の
対
象
）

に
対
し
て
「
構
築
さ
れ
ざ
る
も
の
」（
構
築
対
象
外
）
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
ウ
ェ
ン
ト
の
場
合
ア
ナ
ー
キ
ー
は
国
家
間
関
係
に
よ
っ
て

構
築
さ
れ
た
と
い
う
議
論
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
構
築
す
る
も
の
」
は
国
家
間
関
係
、「
構
築
さ
れ
る
も
の
」
は
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
る
。
し

か
し
、
同
時
に
国
家
関
係
の
枠
組
み
に
登
ら
な
い
議
論
は
「
構
築
さ
れ
ざ
る
も
の
」
と
し
て
初
め
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
国
際
政
治
学
に

お
け
る
構
築
主
義
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
研
究
を
基
軸
に
発
展
し
て
き
た
。
し
か
し
上
述
の
よ
う
な
実
証
研
究
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

モ
ノ
と
し
て
捉
え
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
語
る
こ
と
の
政
治
学
（
＝
排
除
）
に
注
意
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
概
念
を
初
め
て
使
っ
た
の
は
エ
リ
ク
ソ
ン
で
あ
る

）
11
（

。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
用
語
と
し
て
の
歴
史
は
実
は
浅

い
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は「
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
」と
い
う
自
己
規
定
で
あ
る
が
、
社
会
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
考
え
た
場
合
、「
自

分
が
何
者
で
あ
る
か
」
と
「『
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
』
と
社
会
（
＝
他
者
）
が
考
え
て
い
る
か
」
の
二
つ
の
観
念
を
必
要
と
す
る
。
そ
し

て
こ
の
二
つ
に
ズ
レ
が
生
じ
た
場
合
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
（
二
重
の
不
確
実
性
）
が
現
れ
る
。
政
治
学
的
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
検
証
す
る
場
合
、
重
要
な
こ
と
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
存
在
す
る
か
否
か
で
は
な
く
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
語
り
を
用
い
る
こ
と
に
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ど
の
よ
う
な
政
治
的
効
果
が
内
在
し
て
い
る
の
か
―
換
言
す
れ
ば
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
れ
自
体
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
語
る
言
説
実
践
に
お
い
て
何
が
行
わ
れ
て
い
る
か
で
あ
る
」）

11
（

。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
二
面
性
―
自
己
を
規
定
す
る
と
い
う
肯
定
的
な
面
と
社
会
か
ら
存
在
証
明
を
求
め
ら
れ
る
と
い
う
否
定
的
な
側
面

―
は
国
際
政
治
学
に
お
い
て
は
殆
ど
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
実
証
主
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
思
考
す
る
場
合
に
は

自
己
同
一
性
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
み
が
着
目
さ
れ
、
存
在
証
明
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
殆
ど
議
論
さ
れ
え
な
い
。
し

か
し
、
存
在
証
明
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
政
治
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
作
る
。
自
己
と
他
者
の
境
界
を
作
り
、
境
界
内
に
対
し
て
は
同

質
性
を
、
境
界
外
に
対
し
て
は
異
質
性
を
強
い
る

）
11
（

。
更
に
言
え
ば
、
近
代
と
は
、「
自
分
が
何
者
で
あ
る
の
か
を
、
脅
迫
的
に
問
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
時
代
」

）
11
（

。
こ
の
脅
迫
的
存
在
証
明
の
中
で
「
構
築
す
る
も
の
」
と
「
構
築
さ
れ
る
も
の
」
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
を
特
権
化
す
る

が
故
に
生
じ
る
「
構
築
さ
れ
ざ
る
も
の
」
の
存
在
に
国
際
政
治
学
に
お
け
る
構
築
主
義
は
無
頓
着
で
あ
っ
た
。

そ
れ
故
に
、
実
証
研
究
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
分
析
に
は
大
き
な
欠
陥
が
存
在
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
言
説
分
析
を
駆
使
し
た

ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
研
究
に
は
権
力
の
「
指
令
モ
ー
ド
」
を
脱
構
築
す
る
視
点
が
あ
る
の
で
、
こ
う
し
た
「
構
築
さ

れ
ざ
る
も
の
」
を
議
論
の
遡
上
に
載
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
勿
論
こ
れ
だ
け
で
十
分
で
は
な
い
。
近
年
の
国
際

政
治
学
に
お
い
て
、
実
証
主
義
と
ポ
ス
ト
実
証
主
義
・
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
角
逐
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
二
者
は
、

本
当
に
互
い
に
相
い
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
証
系
の
構
築
主
義
者
た
ち
は
物
質
／
観
念
の
二
分
法
を
通
常
用
い
る
。
言
う
ま
で

も
な
く
、
世
界
は
物
質
と
観
念
に
よ
り
存
在
す
る
と
い
っ
た
二
分
法
は
、
あ
る
意
味
で
本
質
主
義
の
陥
穽
に
陥
っ
て
い
る
。
物
質
や
観
念
が

独
立
し
た
主
体
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
本
質
主
義
で
あ
る
。
ラ
ク
ラ
ウ
＝
ム
フ
の
観
念
論
に
対
す
る
批
判
―
い
わ
ゆ
る
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

関
係
主
義
」
は
こ
の
種
の
議
論
に
一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
。
即
ち
、
物
質
と
観
念
に
お
い
て
は
明
確
な
境
界
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、

物
質
と
観
念
の
関
係
性
は
言
説
的
に
構
築
さ
れ
る

）
11
（

。

し
か
し
、
で
は
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
側
に
問
題
が
な
い
か
と
言
え
ば
そ
う
で
も
な
い
。
フ
ー
コ
ー
を
出
自
と
す
る
言
説
分
析
は
、
既
存
の

（法政研究 85－３・４－76）
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社
会
権
力
を
構
成
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
自
体
は
解
明
で
き
る
が
、
そ
の
社
会
構
成
の
ロ
ジ
ッ
ク
が
抑
圧
体
制
を
再
生
産
す
る
言
説
権
力
の
悪
循
環

の
中
で
再
包
摂
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
批
判
を
受
け
て
き
た

）
1（
（

。
即
ち
、
本
質
主
義
へ
の
対
抗
言
説
で
あ
る
構
築
主
義
は
、
意
味
の
想
像
的
共

同
体
を
構
築
す
る
た
め
批
判
的
言
説
の
集
合
体
が
そ
れ
自
体
で
一
定
の
規
則
力
を
発
揮
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
統
一
観
念
を
措
定
し
て
し
ま
う

危
険
性
が
潜
ん
で
い
る
。
換
言
す
れ
ば
如
何
な
る
相
対
主
義
的
言
説
も
そ
れ
が
発
話
さ
れ
た
途
端
に
本
質
主
義
的
な
言
明
と
な
り
得
る
可
能

性
を
内
包
し
て
い
る

）
11
（

。
更
に
は
構
築
主
義
理
論
が
現
代
の
脱
領
土
化
・
脱
中
心
化
さ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
を
規
範
理
論
の
文
脈
で
再

強
化
す
る
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
批
判
も
存
在
す
る

）
11
（

。

こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
し
た
場
合
、
本
質
主
義
／
相
対
主
義
と
い
う
認
識
論
的
二
項
対
立
を
脱
構
築
し
て
、
あ
る
程
度
両
者
の
補
完
関
係
に

目
を
む
け
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
証
研
究
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
議
論
で
あ
る
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者

は
補
完
関
係
に
も
あ
る
。
因
果
関
係
（
な
ぜ
）
を
追
求
す
る
説
明
枠
組
み
と
、
形
成
過
程
（
ど
の
よ
う
に
）
を
分
析
す
る
理
解
枠
組
み
比
較

す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
特
定
の
言
説
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
か
と
い
う
課
題
は
極
め
て
ポ
ス
ト
実
証
主
義
的
で
あ
る
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
実
証
主
義
の
論
理
を
完
全
に
放
逐
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
形
成
過
程
の
理
解
に
、
因
果
関
係
の
説
明
が
補
完
的
に

必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

実
証
主
義
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
リ
サ
ー
チ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
理
論
的
妥
当
性
を
高
め
て
い
く
手
段
と
し
て
両
者
を
接
合
し
よ
う
と
す
る

動
き
に
は
一
定
の
評
価
を
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
例
え
ば
歴
史
社
会
学
）。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
歴
史
学
の
問
題
点
は
、「
過
去
の
記
述
は

現
在
の
観
点
か
ら
構
築
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
」
と
い
う
視
座
か
ら
歴
史
を
再
読
解
す
る
た
め
、
こ
の
枠
組
み
の
中
か
ら
「
因
果
関
係
」
と
い

う
問
題
群
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る

）
11
（

。
こ
れ
は
言
説
が
社
会
的
な
権
力
／
知
の
関
係
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
視
点
に
目

を
奪
わ
れ
、
原
因
と
結
果
の
関
係
性
を
見
落
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
帰
結
で
あ
る

）
11
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
言
説
分
析
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の

背
景
に
ど
の
よ
う
な
権
力
作
用
が
作
動
し
て
い
る
の
か
を
読
み
取
る
に
は
効
果
的
だ
が
、
そ
も
そ
も
「
現
実
」
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
試
み

に
対
し
て
は
弱
い
、
或
い
は
達
成
課
題
が
異
な
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い

）
11
（

。
そ
う
し
た
場
合
に
、
実
証
史
学
な
い
し
実
証
社
会
学
的
な
文
体

（85－３・４－77）
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と
、
言
説
分
析
的
な
文
体
は
「
往
復
運
動
」

）
11
（

を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
精
度
を
高
め
て
い
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
か
。

つ
ま
り
こ
う
し
た
「
文
体
の
往
復
運
動
」
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
構
築
主
義
研
究
は
完
成
度
を
高
め
て
い
け
る
可
能
性
が
あ
る
。
実

証
系
構
築
主
義
は
、
因
果
関
係
の
説
明
に
は
強
い
が
、
言
語
構
築
の
政
治
性
を
全
く
見
落
と
し
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。
逆
に
ポ

ス
ト
構
造
主
義
に
は
社
会
構
築
過
程
に
お
け
る
権
力
の
恣
意
性
を
暴
露
し
、「
構
築
さ
れ
ざ
る
も
の
」
を
照
射
す
る
こ
と
に
は
効
果
的
だ
が
、

そ
も
そ
も
現
実
を
描
写
す
る
と
い
う
視
点
に
お
い
て
は
脆
弱
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
両
者
を
補
完
的
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
築
主
義
研
究

や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
研
究
は
そ
の
精
度
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
実
証
主
義
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
「
文
体
の
往
復
運
動
」
に
つ
い
て
は
最
も
容
易
い
批
判
と
し
て
以
下
の
二
つ
が
想
定
さ
れ
る
。
一

つ
は
そ
の
よ
う
な
往
復
・
接
合
は
果
た
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
、
ま
た
可
能
で
あ
る
と
し
て
方
法
論
的
な
一
貫
性
を
保
ち
得
る
の
か
。
今
ひ

と
つ
は
実
証
主
義
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
を
接
合
す
る
こ
と
は
結
局
、
権
力
に
よ
る
再
包
摂
化
へ
の
道
を
開
き
、
大
文
字
の
「
国
際
政
治
学
」

を
復
活
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
―
つ
ま
り
ウ
ェ
ン
ト
と
同
じ
徹
を
踏
む
の
で
は
な
い
か
―
と
の
批
判
で
あ
る
。
こ
う
し
た
批
判
に
対

し
て
は
、
本
稿
で
は
応
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
し
本
稿
の
趣
旨
を
超
え
て
い
る
為
、
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
は
避
け
将
来
の
研
究
課
題
と
し
た

い
。
だ
が
、
実
証
的
な
因
果
関
係
の
解
明
と
そ
こ
に
孕
む
権
力
／
知
の
脱
構
築
と
い
う
視
座
を
往
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
政
治
学
に

お
け
る
構
築
主
義
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
研
究
に
新
た
な
潮
流
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結
び

本
稿
で
は
国
際
政
治
学
に
お
け
る
構
築
主
義
研
究
に
着
目
し
、
主
と
し
て
実
証
研
究
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
研
究
を
比
較
し
な
が
ら
両
者

の
接
合
の
可
能
性
を
模
索
し
た
。
社
会
学
に
お
け
る
構
築
主
義
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、
国
際
政
治
学
に
お
け
る
構
築
主
義
や
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
研
究
を
俯
瞰
し
て
、
実
証
研
究
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
二
つ
の
流
れ
を
検
討
し
た
。
実
証
研
究
は
因
果
関
係
に
は
強
い
が
、
ア
イ

（法政研究 85－３・４－78）
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デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
モ
ノ
と
し
て
捉
え
る
た
め
に
オ
ン
ト
ロ
ジ
カ
ル
・
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
の
問
題
を
回
避
で
き
な
い
。
ま
た
、「
構
築
さ
れ

ざ
る
も
の
」
か
ら
視
点
を
逸
ら
し
て
し
ま
う
と
い
う
深
刻
な
問
題
が
存
在
す
る
。
逆
に
ポ
ス
ト
構
造
主
義
は
言
説
実
践
に
お
け
る
政
治
性
を

暴
き
出
す
こ
と
に
は
強
い
が
、
そ
も
そ
も
現
実
を
単
純
に
描
写
す
る
と
い
う
課
題
を
前
提
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
両
者
は
お
互
い
に
相

容
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
補
完
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
最
終
節
で
両
者
の
長
所
・
短
所
を
捉
え
な
が
ら
、

そ
の
接
合
の
道
を
探
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
接
合
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
い
わ
ゆ
る
「
文
体
の
往
復
運
動
」）
は
本
稿
に
よ
っ
て
完
結
す
る
よ
う

な
テ
ー
マ
で
は
な
い
が
、
両
者
の
接
合
に
よ
っ
て
構
築
主
義
研
究
に
「
合
意
あ
る
流
れ
」
を
作
り
出
す
こ
と
の
一
つ
の
可
能
性
を
模
索
す
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
1 

）　Constructionism

とConstructivism

を
区
別
す
る
議
論
（Cf. K

enneth Gergen, R
ealities and R

elationships: Soundings in Social 
Construction, Cam

bridge: H
arvard U

.P., 1994

（
＝
永
田
素
彦
・
深
尾
誠
訳
『
社
会
構
成
主
義
の
理
論
と
実
践
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇

〇
四
年
、
八
七
―
八
九
頁
） 

）
が
あ
る
一
方
で
、「
構
築
主
義
」、「
構
成
主
義
」
な
ど
複
数
の
訳
語
が
併
存
し
て
い
る
状
況
が
あ
る
。
国
際
政
治
学
に

Constructivism

を
導
入
し
た
オ
ヌ
フ
は
、
そ
の
概
念
的
出
自
と
し
て
十
月
革
命
以
後
の
ソ
連
の
芸
術
運
動
（
所
謂
、
ロ
シ
ア
構
成
主
義
）
を
引
い
て

い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
社
会
学
の
議
論
を
迂
回
し
て
な
ぜ
敢
え
て
ロ
シ
ア
の
芸
術
運
動
か
ら
構
築
主
義
（Constructivism

）
と
い
う
概
念
規
定
を
輸
入

し
て
く
る
の
か
が
説
得
的
に
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
彼
の
構
築
主
義
の
学
説
史
な
い
し
社
会
理
論
へ
の
言
及
は
総
じ
て
「
つ
ま
み
食
い
」
的
な
印
象

が
否
め
な
い
（N

icholas O
nuf, W

orld of our m
aking, South Carolina, U

niversity of South Carolina Press, 1989, p. 36.

）。
本
稿
で
は
オ

ヌ
フ
の
用
法
に
依
拠
し
つ
つ
、Constructivism

=

構
築
主
義
、Constructionism

=

構
成
主
義
と
い
う
用
語
法
を
採
用
し
て
い
る
。

（
2 

）　

オ
ヌ
フ
は
別
の
論
致
で
、
構
築
主
義
は
社
会
関
係
全
般
を
研
究
対
象
と
す
る
も
の
の
一
般
法
則
を
提
示
す
る
よ
う
な
「
理
論
」
で
は
な
く
、
社
会
関

係
の
構
築
過
程
を
記
述
す
る
も
の
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。N

icholas O
nuf, “Constructivism

: A
 U

ser’s M
anual” in V

edulka K
ubálková, 

N
icholas O

nuf, and Paul K
ow

ert (edt.) International R
elations in a Constructed W

orld, N
ew

 Y
ork: M

.E.Sharpe, 1998, pp.58-59.

（
3 

）　

こ
の
「
合
意
の
な
さ
」
故
に
構
築
主
義
は
ほ
ぼ
あ
ら
ゆ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
な
領
域
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
構
築
主

義
は
「
理
論
的
潮
流
で
は
な
く
方
法
論
」（
遠
藤
誠
二
「
国
際
政
治
に
お
け
る
規
範
の
機
能
と
構
造
変
動
」
藤
原
帰
一
他
（
編
）『
国
際
政
治
講
座
４ 

国

際
秩
序
の
変
動
』
東
京
大
学
出
版
、
二
〇
〇
四
年
参
照
）
に
近
く
、
現
在
の
構
築
主
義
の
学
術
的
流
行
の
も
と
で
は
「
構
築
主
義
で
な
い
こ
と
」
は
非
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常
に
困
難
に
な
っ
て
い
る
（N

iels A
ndersen, D

iscursive A
nalytical Strategies, T

he Policy Press, 2003, p. iv.

）。

（
4 

）　

国
際
政
治
学
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
研
究
と
し
て
は
、
本
稿
第
三
節
を
参
照
。

（
5 
）　

北
田
暁
大
「〈
構
築
さ
れ
ざ
る
も
の
〉
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て
」
上
野
千
鶴
子
（
編
）『
構
築
主
義
と
は
何
か
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
二
六
〇
頁
。

（
6 
）　

こ
の
認
識
論
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
観
点
か
ら
反
実
在
論
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
を
混
同
す
る
議
論
が
非
常
に
多
い
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
批
判
の

多
く
は
、
こ
の
混
同
に
よ
っ
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
議
論
を
非
常
に
矮
小
化
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
矮
小
化
の
か
な
り
露
骨
な
例
と
し
て
は T

erry 
Eagleton, T

he illusions of postm
odernism

, London: Blackw
ell, 1996

（
森
田
典
正
（
訳
）『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
幻
想
』
大
月
書
店
、
一
九

九
八
年
）。
た
と
え
ば
「
地
球
は
社
会
的
構
築
物
で
あ
る
」
と
か
「
世
界
は
実
は
五
分
前
に
作
ら
れ
た
」
と
い
う
議
論
は
極
端
な
反
実
在
論
の
立
場
に
立

て
ば
理
論
的
に
は
可
能
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
立
場
を
採
る
ポ
ス
ト
構
造
主
義
者
は
ほ
ん
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
単
に
価
値
の
多
元
性
を
焦
点
に

す
る
ポ
ス
ト
構
造
主
義
者
も
数
多
く
お
り
、
真
理
の
解
釈
が
多
元
的
だ
か
ら
と
い
っ
て
真
理
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
立
場
も
存
在

す
る
（
例
え
ば
ラ
ク
ラ
ウ
＝
ム
フ
に
お
け
る
実
在 existence 

と
存
在 being 

の
区
別
。Ernesto Laclau and Chantal M

ouffe, “Post-M
arxism

 
w

ithout A
pologies,” N

ew
 Left R

eview
, N

o. 166, 1987, p.85

を
参
照
）。
つ
ま
り
認
識
論
的
な
軸
足
を
ど
こ
に
置
く
の
か
は
研
究
者
の
立
ち
居
地
に

よ
っ
て
千
差
万
別
で
あ
る
。

（
7 

）　

北
田
、
前
掲
書
、
二
六
三
頁
。

（
8 

）　

盛
山
和
夫
『
制
度
論
の
構
図
』
創
文
社
、
一
九
九
五
年
を
参
照
。
盛
山
はSchütz

の
議
論
（A

lfred Schütz,  D
er Sinnhafte A

ufbau der 
Sozialen W

elt, Springer V
erlag, 1932

（
佐
藤
嘉
一
（
訳
）『
社
会
的
世
界
の
意
味
構
成
』
木
鐸
社
、
一
九
八
二
年
））
を
参
照
し
な
が
ら
、
行
為
者

に
と
っ
て
の
意
味
世
界
／
科
学
者
に
と
っ
て
の
意
味
世
界
を
一
次
理
論
／
二
次
理
論
と
し
て
理
論
化
し
て
い
る
。

（
9 

）　

盛
山
、
同
右
書
、
一
七
九
、
一
九
五
、
二
〇
一
―
二
〇
二
頁
。

（
10 

）　

同
右
書
、
二
一
三
頁
。

（
11 

）　

中
河
伸
俊
「
構
築
主
義
と
エ
ン
ピ
リ
カ
ル
・
リ
サ
ー
チ
ャ
ビ
リ
テ
ィ
」『
社
会
学
評
論
』
第
五
五
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
四
年
、
二
四
四
―
二
四
七
頁
。

（
12 

）　M
ichel Foucault, T

he Birth of the Clinic: A
n A

rchaeology of M
edical Perception, Pantheon Books, 1973, 

仏
語
版
は
一
九
六
二
年
。

（
神
谷
美
恵
子
（
訳
）『
臨
床
医
学
の
誕
生
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
九
年
）

（
13 

）　

高
橋
順
一
『
戦
争
と
暴
力
の
系
譜
学
』
実
践
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
一
八
―
二
一
九
頁
。

（
14 

）　

吉
田
民
人
「
新
科
学
論
と
存
在
論
的
構
築
主
義
」『
社
会
学
評
論
』
第
五
五
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
四
年
、
二
七
六
―
二
七
七
頁
。

（
15 

）　Steve W
oolgar and D

orothy Paw
luch, “O

ntological Gerrym
andering,” Social Problem

 32-2, 1985.

（
16 

）　

典
型
的
な
例
と
し
てJudith Goldstein and Robert K

eohane, (eds.) Ideas and Foreign Policy: Beliefs, institutions, and political 
change, Cornell U

.P., 1993.
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。
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築
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。
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田
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書
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築
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築
主
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主
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と
は
何
か
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参
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（
21 

）　Peter Berger and T
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as Luckm
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he Social Construction of R
eality: A

 T
reatise in the Sociology of K

now
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D
oubleday, 1966
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口
節
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訳
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世
界
の
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成
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ン
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と
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の
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法
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新
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一
九
七
七
年
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）　V
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, Routledge.
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彦
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主
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の
招
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―
言
説
分
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と
は
何

か
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川
島
書
店
、
一
九
九
五
年
、
三
頁
。

（
23 

）　M
alcolm

 Spector and John K
itsuse, Constructing Social Problem

s, Cum
m

ings, 1977

（
＝
村
上
直
之
・
中
河
伸
俊
・
鮎
川
潤
・
森
俊
太

（
訳
）『
社
会
問
題
の
構
築
―
ラ
ベ
リ
ン
グ
理
論
を
こ
え
て
』
マ
ル
ジ
ュ
社
、
一
九
九
〇
年
）。 

（
24 

）　E. H
. Carr, W

hat is H
istory?, Penguin, 1961

（
清
水
幾
太
郎
訳
『
歴
史
と
は
何
か
』
岩
波
新
書
、
一
九
八
七
年
）

（
25 

）　

Ｅ
．
Ｈ
．
カ
ー
と
歴
史
構
築
主
義
の
親
和
性
に
つ
い
て
は
荻
野
美
穂
「
歴
史
学
に
お
け
る
構
築
主
義
」
前
掲
『
構
築
主
義
と
は
何
か
』
を
参
照
。

（
26 

）　Carr, op.cit., 

訳
書
二
四
―
二
五
頁
。

（
27 

）　M
ichael Foucault, T

he A
rchaeology of K

now
ledge, Routledge, 1972

（
中
村
雄
二
郎
『
知
の
考
古
学
』
河
出
書
房
、
一
九
九
五
年
）

（
28 

）　

系
譜
学
は
、
歴
史
を
事
実
の
集
積
で
は
な
く
思
想
と
言
説
を
め
ぐ
る
解
釈
の
闘
争
と
捉
え
る
が
、
こ
れ
は
事
実
関
係
の
確
認
が
不
要
で
あ
る
と
い
う

事
と
同
義
で
は
な
い
。
そ
の
含
意
は
、
事
実
確
認
を
媒
介
と
し
た
因
果
関
係
に
着
目
す
る
あ
ま
り
、
思
想
形
成
の
節
合
プ
ロ
セ
ス
が
見
落
と
さ
れ
が
ち

で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
（
大
賀
哲
「
国
際
関
係
論
と
歴
史
社
会
学
―
ポ
ス
ト
国
際
関
係
史
を
求
め
て
」『
社
会
科
学
研
究
』
第
五
七
巻
第
三
・
四
合
併

号
、
二
〇
〇
六
、
四
七
―
四
八
頁
参
照
）。
そ
う
考
え
る
と
カ
ー
の
過
去
の
事
実
と
現
在
の
歴
史
解
釈
と
い
う
問
題
系
は
、
フ
ー
コ
ー
の
系
譜
学
と
通
底

す
る
問
題
意
識
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。

（
29 

）　

荻
野
、
前
掲
書
、
一
五
三
頁
。

（
30 

）　

キ
ャ
ロ
ル
・
グ
ラ
ッ
ク
（
梅
森
直
之
訳
）「
戦
後
史
学
の
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史　

別
巻
1　

歴
史
意
識
の
現
在
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
五
年
、
三
八
頁
。

（
31 

）　Sheila M
cN

am
ee and K

enneth Gergen, (eds.) T
herapy as social construction, Sage, 1992

（
野
口
裕
二
・
野
村
直
樹
訳
『
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・

セ
ラ
ピ
ー
―
社
会
構
成
主
義
の
実
践
』
金
剛
出
版
、
一
九
九
八
年
）

（
32 

）　Susan Sontag, Illness as m
etaphor, Farrar Straus and Giroux

、1978

（
富
山
太
佳
夫
訳『
隠
喩
と
し
て
の
病
』み
す
ず
書
房
、
一
九
八
二
年
）

（
33 

）　

野
口
裕
二
「
臨
床
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
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前
掲
『
構
築
主
義
と
は
何
か
』、
四
五
頁
。
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（
34 

）　

中
谷
文
美
「〈
文
化
〉
？
〈
女
〉
？
―
民
族
誌
を
め
ぐ
る
本
質
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と
構
築
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前
掲
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築
主
義
と
は
何
か
』。

（
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）　John M
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（
朝
山
新
一
（
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）『
性
の
署
名
―
問
い
直
さ
れ
る
男
と
女
の
意
味
』

人
文
書
院
、
一
九
七
九
年
）

（
38 

）　

国
際
政
治
学
に
お
け
る
構
築
主
義
の
分
類
に
つ
い
て
は M

aja Zehfuss, Constructivism
 in International R

elations, Cam
bridge U

.P., 
2002. 

を
参
照
。
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39 
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he Culture of N
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orm
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A
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44 
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le W

æ
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ilde, Security:A
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le 
W

æ
ver, Barry Buzan, M
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aitre, Identity, M
igration and the N
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genda in E
urope, Printer 
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（
45 

）　

彼
ら
の
議
論
は
必
ず
し
も
明
示
的
な
も
の
と
は
言
い
難
く
、
ま
た
一
貫
性
に
欠
け
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、state

を
対
象
と
し
た
も
の
とsociety

を
対
象
と
し
た
も
の
と
にsecurity

を
分
け
―
―
こ
の
区
分
も
必
ず
し
も
一
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し
た
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―
―
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後
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い
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経
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福
祉
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関

わ
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狭
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ア
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テ
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テ
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Security: A
 N

ew
 Fram

ew
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nalysis, op.cit., pp. 157, 189; Identity, M
igration and the N

ew
 Security A

genda in E
urope, op.cit., 
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niversity Press, 1959

（
＝
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木
啓
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誠
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he Post-Colonial Critic: Interview

s, Strategies, D
ialogues, Routledge, 1988, p. 109.

（
53 

）　

樫
村
愛
子
「
現
代
社
会
に
お
け
る
構
築
主
義
の
困
難
」『
社
会
学
評
論
』
55（
３
）、
二
〇
〇
四
年
。
南
山
淳
「
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
権

力
／
知
―
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ウ
ェ
ン
ト
を
中
心
に
」『
筑
波
法
政
』
第
34
号
、
二
〇
〇
三
年
。

（
54 

）　

北
田
暁
大
「
ポ
ス
ト
構
築
主
義
と
し
て
の
プ
レ
構
築
主
義
」『
社
会
学
評
論
』
55（
３
）、
二
〇
〇
四
年
、
二
八
二
頁
。

（
55 

）　

系
譜
学
や
言
説
分
析
の
概
念
自
体
は
因
果
関
係
の
考
察
を
必
ず
し
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
（Raym

ond Geuss, M
orality, Culture, and 

H
istory, Cam

bridge U
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