
〔書

評
〕

『
総

力

戦

体

制

か

ら

グ

ロ
ー

バ

リ
ゼ

ー

シ

ョ
ン

へ
』

-
r
e
f
le
x
iv
i
t
y

を

軸

に
-

升

信

夫

は
じ
め
に

ウ

ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
は
現
代
社
会
を
捉
え
る
言
葉
と
し
て

「階
級
社
会
」

に
替
え
、
「
リ
ス
ク
社
会
」
と

い
う

観
念
を
提
示
し
、
そ
の

社
会

の
特
徴
の

一
つ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
国
家

の
諸
政
治
制
度
に
独
占
さ
れ
て
き
た
政
治
的
な
決
定
の
重
要
部
分

が
、
科
学
や
企
業

に
移

行
す

る
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
か

つ
て
J

・
N

・
フ
ィ
ッ
ギ
ス
は
、
中
世
の
政
治
観
念
か
ら
近
代

の
政
治
観
念

へ
の
転
換
を
語
る

に
際
し
て
、
「教
会

は

一
つ
の
国
家
で
あ

っ
た
の
で
は
な
く
、
唯

一
の
国
家
で
あ

っ
た
」
と
論
じ
た
(
1
)

。

中
世
か
ら
近
代

へ
の
展
開
が
、
教

会

か
ら
主
権
国
家
に
政
治
的
決
定
の
場
が
転
換
す
る
こ
と
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
近
代
か
ら
リ

ス
ク
社
会
、
或

い
は
グ

ロ
ー

バ
ル
社
会

へ
の
展
開
は
、
主
権
国
家

の
政
治
過
程
に
独
占
さ
れ
た
政
治
的
決
定
が
、
再
び
流
出
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る

こ
と

に
な
る
。
仮
に
そ
う
で
あ
れ
ば
、
我

々
は
劇
的
な
変
化

の
時
代

の
た
だ
中

に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
従
来

の
認
識

の
枠
組
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み

に
囚
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
変
化
を
掴
む
こ
と
は
難
し
い
。
本
学
で
先
般
開
催
さ
れ
た

「法
は
国
家
の
独
占
物
か
」
を
テ
ー

マ
と

す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
政
治
的
領
域
の
変
容
に
つ
い
て
、
立
法
と

い
う
局
面
に
焦
点
を
あ
て
検
討
し
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
中

で
、

チ

ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
教
授

(本
学
終
身
教
授
)
K

・
W

・
ネ
ル
に
よ
る
報
告
は
、
中
世
の
教
会

に
お
け
る
法
発
展

の
担
い
手
に
焦
点
を
あ

て
、
世
俗
的
国
家
の
領
域
外
で
法
形
成
が
な
さ
れ
た
過
程
を
含
蓄
深
く
描
く
も
の
で
あ

っ
た
。
法
が
国
家

の
独
占
物

で
な
か

っ
た
時
代
が

か

つ
て
存
在
し
た
と
い
う
認
識
は
、
中
世
で
は
世
俗
国
家
は
国
家
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
、
先

の
フ
ィ
ッ
ギ
ス
の
指
摘
と
重
な
り
、
新
た

な
状
況
を
想
像
力
豊
か
に
把
握
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
(
2
)

。

本
稿
で
取
り
あ
げ
る
、
二
〇
〇
三
年
初
頭

に
上
梓
さ
れ
た
論
文
集

『総
力
戦
体
制
か
ら
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

へ
』
(平
凡
社
)
は
、

第

二
次
大
戦
の
戦
前
、
戦
後
を
、
従
来
の
全
体
主
義
体
制
か
ら
民
主
主
義
体
制

へ
の
転
換
と

い
う

「断
絶
」
を
特
徴
と
す
る
構
図
で
は
な

く
、
総
力
戦
体
制

の
発
展
継
承
と

い
う

「連
続
性
」
を
特
徴
と
す
る
構
図
で
捉
え
、
更

に
そ
の
延
長
上
に
グ

ロ
ー
バ
ル
化
を
位
置
づ
け
よ

う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
冷
戦
構
造
は
両
陣
営
い
ず
れ
の
側
で
も
、
国
家
権
力
の

一
層

の
浸
透
強
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ

っ

て
、
冷
戦
崩
壊
後
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
は
、
そ
う
し
た
権
力

の
浸
透
強
化
と
ど

の
よ
う
な
関
係
性
を
有
し
て
い
る
の
か
を
軸
に
確
認
さ
れ
ね

ば

な
ら
な
い
と
い
う
主
張
が
含
ま
れ
て
い
る
。
編
者

で
あ
る
山
之
内
は
、
こ
の
書

に
先
立
ち
、

一
九
九
五
年

に
は

『総
力
戦
と
現
代
化
』

の
編
集

に
携
わ
り
、
総
力
戦
体
制

に
よ
り
階
級
社
会

か
ら
シ
ス
テ
ム
社
会

へ
の
移
行
が
果
た
さ
れ
た
と
い
う
視
座
を
提
示
し
、
引
き
続
き

一
九
九
九
年
の
『
日
本

の
社
会
科
学
と
ウ

ェ
ー
バ
ー
体
験
』
で
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「グ

ロ
ー
バ
ル
化
は
、
(中
略
)
一
見
す
る
と
、

総
動
員
体
制
の
解
除
と
、
そ
れ
に
よ
る
自
由
主
義
路
線

へ
の
復
帰
を
意
味
し
て
い
る
か
に
受
け
取
ら
れ
る
。
総
力
戦
時
代
に
達
成
さ
れ
た

シ

ス
テ
ム
化
は
も
は
や
逆
戻
り
不
可
能

の
社
会
的
統
合
を
実
現
し
て
い
る
。
(
3
)

」

本
書
の
問
題
提
起

に
接
す
る
と
、
ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
が
フ
ラ
ン
ス
革
命

に
対
し
て
行

っ
た
考
察
が
想
起
さ
せ
ら
れ

る
。
革
命
に
よ
る
断
絶

が
強

調
さ
れ
る
状
況

に
あ

っ
て
ト

ッ
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
『旧
体
制
と
革
命
』
を
書
き
あ
ら
わ
し
、
国
家
権
力
の
増
大
と

い
う
側
面
で
は
革
命
前
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後
で
連
続
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
喝
破
し
た
。
但
し
、
そ
う
し
た
連
続
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命

が
封
建
的
な
統
治
体
制

を
大
き
く
変
更
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
多
く

の
市
民
が
政
治
的
領
域
に
包
摂
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と

い
う
側
面
も
依
然
と
し

て
否
定
し
が
た
い
。
そ
れ
と
同
様
に
、
戦
前
戦
後

で
は
統
合
化
過
程
と
い
う
側
面
か
ら
見
る
と
連
続
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
戦
前
戦
後
、

そ
し

て
冷
戦
構
造
崩
壊
前
後
で
、
別
の
側
面
で
の
断
絶
が
あ
る
こ
と
も
否
定
し
さ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
時

、
次
の
よ

う
な
疑
問
が

湧
く
。

一
つ
の
事
象
に
対
し
て
、
何

に
依
拠
し
て
異
な

っ
た
見
え
方
が
成
り
立

つ
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
様
々
な
像

が
成
立
す
る
場
合
、
そ

れ
ら
を
統
合
す
る
価
値
意
識
は
何
を
根
拠
と
し
て
成
り
立

つ
の
だ
ろ
う
か
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
、
ど
ん
な
言
葉
で
も
よ

い
の
だ
が
、
日
常
の
言
葉
の
や
り
と
り
で
は
、
そ
の
意
味
を
十
分
に
了
解
し

て
い
る
積
も
り
で
会
話
は
成
立
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
し
て
企
業
活
動
は
云
々
、
な
ど
と
語
る
と
き
、
グ

ロ
ー
バ

ル
化
と

い
う
言
葉

の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
積
も
り
で
会
話
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
を
問
わ
れ
る
と
、
俄

に
対
象
は
多

様
な
様
相
を
呈
し
は
じ
め
、
わ
か

っ
て
い
る
と
思
え
た
こ
と
が
不
明
瞭

に
な

っ
て
ゆ
く
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
言
葉
が
孕
む
不
思
議
さ

は
、
古
く
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
も

『哲
学
探
究
』

の
中
で
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス

は

『
告
白
』
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
私
達
は
時
間
に
つ
い
て
語
る
と
き
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
ま
た
他
人
が
時
間
に

つ
い
て
語
る
の
を
聞
く
と
き
に
も
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
時
間
と
は
何

で
あ
る
か
。
誰
も
私

に
間
わ
な
け
れ
ば
私
は
知

っ
て

い
る
。
し
か
し
誰
か
問
う
も
の
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
私
は
知
ら
な

い
の
で
あ
る
」

(
一
一
巻

一
四
章
)

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
主
題

と
し

た

「
時
間
」
を
グ

ロ
ー
バ
ル
化
な
ど
の
別

の
言
葉
に
置
き
換
え
れ
ば
、
私
達
は
、

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
類
似

し
た
問
題
を
突

き
つ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

対

象
が
様
々
な
様
相
を
示
す
こ
と
は
、
慣
用
的
に
ア
ス
ペ
ク
ト
の
違

い
と
説
明
さ
れ
、
ま
た
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
違

い
な
ど
と
も
表
現
さ

れ
る
。
本
稿
で
焦
点
を
あ
て
る

re
fle
x
iv
ity
(再
帰
性
)
は
、
本
来
は
こ
う
し
た
も
の
と
は
や
や
異
な
り
、
社
会
学
的

に
は
次
の
こ
と
を
意
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味

し
て
い
る
。
即
ち
、
私
達
の
現
実
感
は
、
投
影
的
に
私
達
が
構
成
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
私
達
も
投
影
的

に
構
成
さ
れ
た
現
実

か
ら
拘
束
を
受
け
、
さ
ら
に
そ
の
拘
束
を
受
け
た
状
態
で
、
ま
た
投
影
的
に
現
実
を
再
構
成
し
、
そ
う
し
た
螺
旋
的

な
関
係
が
連
続
す
る
。

換
言

す
れ
ば
、
「
分
析

・研
究
さ
れ
た
現
象
は
、
現
実
の

『生
き
ら
れ
た
現
象
』
の
中
で
は
常
に
ず
れ
て
ゆ
く
し
か
な

い
」
と
い
う
こ
と
が

そ
こ
に
は
含
意
さ
れ
て
い
る
(
4
)

。

し
か
し
、
人
々
は

一
つ
の
現
実
の
中

に
暮
ら
す
の
で
は
な
く
、
諸
現
実

の
中
に
暮
ら
し
て
い
る
と
捉
え

る
な
ら
ば
、
現
実
の
切
り
か
え
に
よ

っ
て
対
象
は
異
な
る
相
貌
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
と
論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
日
常
卑
近
な

例
を

取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
近
年
、
駅
前
な
ど
に
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
店
を
随
所
に
見
か
け
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
が
、
殆
ど
利

用

し
た
こ
と
が
な
い
人

に
と

っ
て
は
、
昔
な
が
ら
の
喫
茶
店
の

一
つ
に
過
ぎ
ず
、

一
方
、
毎
朝

エ
ス
プ

レ
ッ
ソ
を
飲
ん
で
か
ら
仕
事
に
で

か
け
る
人
に
と

っ
て
は
、
仕
事

へ
の
態
勢
を
整
え
る
た
め
の
場
で
あ
り
、
気

に
入

っ
た

コ
ー
ヒ
ー
豆
を
手
に
入
れ

て
い
る
人
に
と

っ
て
は
、

コ
ー
ヒ
ー
豆
の
販
売
店
と
な
る
。
そ
し
て

『
フ
リ
ー

エ
ー
ジ

ェ
ン
ト
社
会
の
到
来
』
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ミ

ニ
起
業
家

に
と

っ
て

は
会
議
室

で
あ
り
、
レ
ン
タ

ル
オ
フ
ィ
ス
と
な
る
(
5
)

。

そ
れ
ぞ
れ
の
人

の
そ
れ
ぞ
れ
の
捉
え
方
が
あ
る
種
の
暗
黙
知
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
人
の

re
a
lities
の

一
部
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
分
が
実
際

の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
替
え
た
り
、
ま
た
想
像
上
で
ポ
ジ
シ

ョ

ン

の
変
更
を
行
う
こ
と
で
、
例
え
ば
そ
の
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
店
は
異
な
る
相
貌
を
現
し
は
じ
め
る
。

本

書
の
編
者
で
あ
る
山
之
内
が
総
論

で
紙
幅
を
割
い
て
取
り
あ
げ
た
ベ
ッ
ク
は
、
現
代
社
会
を
再
帰
的
近
代
化

(re
fle
x
iv
e
 m
o
d
ern
i-

n
a
tio
n
)
と
も
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
ベ
ッ
ク
と
組
ん
で
『再
帰
的
近
代
化
』
を
上
梓
し
た
の
が
ギ
デ
ン
ズ
で
あ

り
、
ギ
デ
ン
ズ
は
ベ
ッ

ク
よ

り
も
以
前

か
ら
再
帰
性
概
念
と
取
り
組
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ベ
ッ
ク
、
ギ
デ
ン
ズ

の
著
作
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
再
帰

性

r
e
f
le
x
iv
it
y

に

つ

い

て
検

討

し

つ

つ
書

評

を

進

め

る

こ

と

と

す

る
(
6
)

。
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再

帰
性

re
f
le
x
iv
ity

に

つ
い
て

「
再

帰

的

近

代

化

」
と

い
う

言

葉

は
、

次

第

に

人

口

に
膾
炙

し

つ

つ
あ

る

が

、

こ

れ

ま

で
r
e
f
l
e
x
i
v
e
に

つ

い

て

は

、

幾

つ
か

の
訳

語

が

あ

て
ら

れ

て

き

た

。

ベ

ッ

ク

の

『
危

険

社

会

』

の
邦

訳

で

は

R
e
f
le
x
iv
it
a
t

に
対

し

て
、

「
自

己

内

省

的

」

と

い
う

訳

語

が

あ

て
ら

れ

、

ギ

デ

ン
ズ

の

こ
れ

ま

で

の
諸

著

作

に
対

す

る
邦

訳

で

は

、
r
e
f
le
x
iv
e

に
対

し

て
、
反

省

的

、
内

省

的

と

い
う

訳

語

が

し

ば

し

ば

あ

て
ら

れ

て

き

た

。

そ

う

し

た
中

で
、

近

年

r
e
fle
x
iv
e
 m
o
d
e
r
n
iz
a
t
io
n

を

再

帰

的

近

代

化

と

訳

す

こ

と

が

定

着

し

つ

つ
あ

り

、
そ

こ

か

ら

翻

っ

て

r
e
f
le
x
iv
e

を

い
ず

れ

も

再

帰

的

と

訳

す
傾

向

が

増

し

て

い
る

。

但

し

、
同

じ

よ

う

に

r
e
fle
x
iv
e
 m
o
d
e
r
n
iz
a
t
io
n

と

い

う

言

葉

を

用

い

て

い
る

と

し

て
も

、

ベ

ッ
ク

と

ギ

デ

ン
ズ

で

は

そ

こ

に

込

め

ら

れ

た

意

味

は

同

一
で

は

な

い
。

そ

の

た

め

ベ

ッ
ク

、

ギ

デ

ン
ズ

の
ど

ち

ら

を

念

頭

に

お

く

か

に
よ

り
、

同

じ

再

帰

的

近

代

化

と

い
う

言

葉
を
用

い
て
も
、
そ
の
内
容

に
は
差
異
が
生
じ
が
ち
で
あ
る
(
7
)

。

ま
た
同
じ

ベ
ッ
ク
を
通
じ
て
受
容
さ
れ
た
と
し

て
も
、
後

で
触
れ
る

ベ
ッ
ク
の
再
帰
性
概
念
自
体
の
不
透
明
さ
も
手
伝

い
、
論
者

の
間
で
解
釈
の
違

い
が
生
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
社
会
学
者

の
富
永
健

一

は
、

『社
会
変
動
の
中
の
福
祉
国
家
』

に
お
い
て
、
「
近
代
産
業
社
会
が
危
険
を
生

み
出
す
可
能
性
を
高
め
た
こ
と
を
反
省
す
る
必
要
が
高

ま

っ
た
、
と
い
う
意
味
を
表
す
も
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
再
帰
的
と
訳
し
た
の
で
は
、
何
が
何

に
帰

っ
て
く
る
の
か
不

明
で
あ
る
と
し
て
、
再
帰
的
と
訳
す
こ
と
に
異
議
を
唱
え
た
(
8
)

。

こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
史
家
の
高
橋
秀
寿
は
、
ド
イ
ツ
語
で
の
再
帰
動

詞
な
ど
を
例
に
挙
げ

つ
つ
、
近
代
が
自
ら
を
近
代
化
す
る
か
ら
再
帰
的
近
代
化
な

の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
高
橋
に
よ
る
と

「近
代
は
そ
の

o
b
je
ct
を
近
代
化
し
尽
く
し
、
今
度
は
そ
の
近
代
化
自
身
が
生
み
出
し
た
共
同
体
を
近
代
化
し
て
ゆ
く
『再
帰
的
近
代
化
』
の
段
階
に
入

っ

て
ゆ
く
」
(
9
)
。
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と

こ

ろ

で

r
e
f
le
x
iv
e

と

い
う

概

念

は

、
O
E
D

を
繙
く

と

明

ら

か

な

よ

う

に
、
こ

こ

十

数

年

に

成

立

し

た

造

語

で

は

な

く

、
反

射

す

る

こ

と

、

熟

考

す

る

こ

と

と

い

う

意

味

合

い

で
、

古

く

か
ら

用

い
ら

れ

て

い
た

。

そ

れ

が

社

会

科

学

上

の

用

語

に
転

用

さ

れ

た

の

は

、

一
九

三

四

年

に
刊

行

さ

れ

た

、

J

・
H

ミ

ー

ド

の

『
精

神

、

自

我

、

社

会

』

に

お

い

て

で
あ

っ
た

。

こ

の
書

の
中

で

ミ

ー

ド

は
、

r
e
f
le
x
iv
e

で

あ

る

こ

と

(r
e
f
le
x
iv
e
n
e
s
s
)
に

つ

い

て
、

「
個

人

の
経

験

が

自

身

に
再

帰

す

る

(
t
u
r
n
i
n
g
 
b
a
c
k

)
す

る

こ

と

で

あ

る

r
e
f
le
x
iv
e
n
e
s
s

に

よ

っ
て
、
全

て

の
社

会

過

程

は

そ

れ

に
関

与

す

る
諸

個

人

の
経

験

の
中

に
反

映

さ

れ

る

よ
う

に
な

る
」
と

論

じ

、
「
従

っ
て
、
r
e
f
le
x
iv
e
n
e
s
s

は
、
社
会
過
程
に
お
い
て
、
精
神
が
発
達
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
の
条
件
な
の
で
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
(
1
0
)

。

そ
し
て
大
戦
後
、
ア
メ
リ

カ
社
会
学

に
お
い
て
、
こ
の

r
eflex
iv
e
と
い
う
観
念
は
、
グ
ー
ル
ド
ナ
ー
の
著
作
や
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド

ロ
ジ
ー
の
研
究
領
域
で
鍵
と
な
る

観
念

と
し
て
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
社
会
学

の
再
生
を
掲
げ
た

一
九
七
〇
年
の
著
作

で
グ
ー
ル
ド
ナ
ー
は
、
re
fle
x
iv
e
 so
c
io
lo
g
y

を
目
指
す
べ
き
新
た
な
社
会
学
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
選
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
グ
ー
ル
ド
ナ
ー
が
、
re
fle
x
iv
e

と
い
う
言
葉
を
選
ん
だ

の
は
、
認
識
主
体
と
対
象
と
を
完
全
に
分
断
し
て
対
象
や
自
己
に
つ
い
て
の
知
識
が
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
主
体

(個
人
)
と
対
象

(社
会

的
経
験
)
の
間
で
相
関
的

に
知
識
が
成
立
す
る
と
い
う
認
識
を
強
調
す
る
た
め
で
あ

っ
た
。
そ
の
限
り
で
グ

ー
ル
ド
ナ
ー
が
、
ミ
ー
ド

の
用

語
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
グ
ー

ル
ド
ナ
ー
の
活
動
は
、
七
〇
年
前
後
の
反
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

に
代
表
さ
れ
る

混
乱

の
中
で
、
従
来
の
社
会
科
学
に
対
す
る
批
判
と
い
う
文
脈
で
解
釈
さ
れ
、
そ
の
こ
と
も
手
伝

い

re
fle
x
iv
e
 so
cio
lo
g
y

は
「
反
省
的

社
会

学
」
と
翻
訳
さ
れ
、
そ
の
反
省
の
中
に
は
、
従
来
の
社
会
科
学

の
あ
り
方
に
対
す
る
反
省
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
時
に

解
釈

さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

一
方

エ
ス

ノ

メ

ソ

ド

ロ
ジ

ー

の
領

域

で
は

、
r
e
f
le
x
iv
ity

は

r
e
a
lity
の

構

成

に
関

わ

り

、
要

諦

と

な

る
観

念

と

し

て

の
位

置

を

確

立

し

た

。
例

え
ば

、
一
九

七

五
年

に
刊

行

さ

れ

た

、
メ

ハ

ン
と

ウ

ッ
ド

に

よ

る

、
『
エ
ス

ノ

メ

ソ

ド

ロ
ジ

ー

に

お
け

る

現

実

構

成

T
h
e
 R
e
a
lity

o
f
 E
th
n
o
m
e
th
o
d
o
lo
g
y
』
で

は

、

書

物

の
扉

の
裏

に

、

手

に
持

た

れ

た

ペ

ン

が

そ

の
手

を

描

い

て

ゆ

く

と

い
う

エ

ッ

シ

ャ

ー

の
デ

ッ
サ
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ン

が

掲

載

さ

れ

、
そ

の
絵

は

r
e
f
le
x
iv
it
y

を

視

覚

化

し

た

も

の

で
あ

る

と

説

明

さ

れ

て

い

る
。

エ
ス

ノ

メ

ソ
ド

ロ
ジ

ー

で

は

、
投

影

的

に

r
e
a
lit
y

が

構

成

さ

れ

る

と

同

時

に
、

投

影

す

る

主

体

も

、

そ

の
r
e
a
l
i
t
yに

影

響

を

受

け

て

ゆ

く

と

い
う

構

図

が

確

立

し

、

そ

う

し

た

r
e
a
lit
y
の

性

質

を

r
e
f
le
x
iv
e

と
説

明

し

て

い
た

。

こ

う

し

た

意

味

で

の
r
e
f
l
e
x
i
v
i
t
y

に

反

省

性

と

い
う

訳

語

を

あ

て

る

こ

と

は

決

し

て
適

切

と

は

考

え

ら

れ

な

い
。
そ

の

た

め

エ
ス

ノ

メ

ソ

ド

ロ
ジ

ー

の
領

域

で

は
、
r
e
f
le
x
iv
ity

は

、

「
相

互

反

映

性

」

「
相

互

反

射

性

」

な

ど

と

近

年

で

は

訳

さ

れ

て

い
る

。
そ

し

て

r
e
f
le
x
iv
it
y

に

つ

い
て

山

田

は

次

の

よ

う

に
説

明

し

て

い

る
。
「
当

該

の
状

況

に

つ

い
て

の

メ

ン

バ

ー

の
知

識

や

記

述

が

再

び

前

に

か

え

っ
て

き

て

そ

の

状

況

を
組

織

す

る

一
構

成

要

素

と

し

て
編

入

さ

れ

る

と

い
う

事

態

が

リ

フ

レ

ク

シ
ヴ

ィ

テ

イ

で

あ

る
。
(
1
1
)

」

ベ

ッ
ク
は
、
伝
統
社
会

の
近
代
化

と
産
業
社
会

(目
階
級
社
会
)
の
近
代
化
を
区
別
し
、
前
者
を
「単
純
な
近
代
化
」、
後
者
を
自
己
内
省

的
な
近
代
化

(再
帰
的
近
代
化
)
と
置
く
。
そ
し
て
、
近
代
化
さ
れ
た
階
級
社
会

(産
業
社
会
)
は
、
も
は
や
階
級
社
会
で
な
く
、
リ
ス
ク
社

会
と
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
家
族
、
職
業
、
企
業
、
階
級
、
賃
労
働
、
科
学
な
ど
の
全
て
の
も
の
が
変
化
す
る
こ
と
に
な

る
と
論
じ
ら
れ
る
。
ベ
ッ
ク
が
再
帰
的
と
い
う
言
葉
を
選
ん
だ
の
は
、
M

・
デ
ィ
ー
ン
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、

モ
ダ

ン
と
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
と

の
不
毛
な
議
論
を
避
け
る
意
図
か
ら
で
あ

っ
た
(
1
2
)

。

但
し
、
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
他
の
用
語
を
あ
て
る
余
地
も
あ
る
。
再
帰
的
と
い
う
用
語

が
そ

の
中
で
選
択
さ
れ
た
の
は
、
自
然
や
伝
統
な
ど
固
定
的

に
存
在
し
た
対
象
を
近
代
化
す
る
の
で
は
な
く
、
近

代
化
し
た
も
の
を
再
び

近
代
化
し
、
そ
の
成
果
を
ま
た
近
代
化
す
る
と
い
う
、

い
わ
ば
螺
旋
的
な
近
代
化
プ

ロ
セ
ス
の
段
階
に
現
代
が
突

入
し
た
と
い
う
認
識
が

根
底

に
あ
る
。

つ
ま
り
、

ベ
ッ
ク
の
場
合
、
社
会
学
の
伝
統
と
や
や
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
再
帰
性
と

い
う
概
念
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
実

際

ベ
ッ
ク
は
、
ギ
デ
ン
ズ
、
ラ
ッ
シ

ュ
と
の
再
帰
的
近
代
化
に
つ
い
て
の
共
著
で
、
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
産
業
的
近
代
化
の
自
己

変
革

、
自
己
廃
棄
に
つ
い
て
の
、
記
述
的
、
経
験
的
・理
論
的
意
味
で
の

「R
e
fle
x
iv
e」
は
、
社
会
学

に
由
来
す
る

R
e
fle
x
io
n
概
念
と

は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
1
3
)
。
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ベ
ッ
ク
は
フ
ー
コ
ー
の
社
会
認
識
さ
え
も
古
典
社
会
学

に
囚
わ
れ
た
見
方
で
あ
る
と
批
判
し
、
新
し
い
時
代

に
対
応
で
き
る
新
し
い
社

会
学

を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
点

か
ら
も
、

ベ
ッ
ク
が
再
帰
性

に
つ
い
て
、
従
来
の
社
会
学
的
知
見
に
拘
泥
し
て
は
い
な
い
こ
と
は

了
解

で
き
る
。
但
し
、
ウ
ェ
バ
ー
、

フ
ー

コ
ー
な
ど
に
よ
る
知
見
を
も
は
や
不
適
切
な
も
の
と
退
け
る
と
し
て
も
、
現
代
社
会
は
ア
イ

ロ

ニ
ー
を
濃
厚
に
含
む
も
の
と
し
て
告
発
対
象
と
な
る
と

い
う
彼
ら
の
姿
勢
を
ベ
ッ
ク
は
継
承
す
る
。
リ
ス
ク
社
会

は
破
局
社
会

で
あ
る
と

い
う

ベ
ッ
ク
の
批
判
意
識
を
考
慮
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
先

の
富
永
の
よ
う
に
、
再
帰
的
と
い
う
訳
語
は
そ
う
し
た
批
判
意
識
を
反
映
す
る

も

の
で
は
な
い
と
し
て
、
「反
省
的
」
と
い
う
訳
語
を
選
択
す
る
余
地
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
近
代
が
近
代

を
近
代
化
す
る
と
い
う

高
橋

の
先

の
議
論
は
、
歴
史
的
区
分
に
過
ぎ
な

い
近
代
を
主
体
化
し
て
い
る
点
で
、

一
見
、
荒
唐
無
稽

に
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
近
代
を
近

代
化

す
る
の
が
再
帰
的
近
代
化
で
あ
る
と
し
た
ベ
ッ
ク
の
説
明
を
考
慮
す
る
と
、
頷
け
な

い
も
の
で
は
な
い
。

一
方
ギ
デ
ン
ズ
の
場
合
、
ベ
ッ
ク
と
異
な
り
、
七
〇
年
代
後
半
か
ら
、

マ
ク
ロ
社
会
学
と
ミ
ク

ロ
社
会
学
の
融

合
を
目
的
と
す
る
方
法

論
的

な
格
闘
の
中

で
、
グ
ー
ル
ド
ナ
ー
や
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド

ロ
ジ
ー
の
成
果
で
あ
る
再
帰
性
観
念
を
発
展
的
に
受
容

し
よ
う
と
し
て
い
た
。

七
〇
年
代
後
半
に
ギ
デ
ン
ズ
は
、
社
会
学
の
方
法
に
つ
い
て
、
『社
会
学
の
新
し
い
方
法
規
準
』

(
一
九
七
六
)
、

『社
会
理
論
の
現
代
像
』

(
一
九
七
七
)
、
『社
会
理
論
の
最
前
線
』
(
一
九
七
九
)
を
書
き
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
で
も

r
eflex
iv
e
 m
o
n
itor
in
g

を
社

会
学

的
探
求

の
鍵
に
な
る
観
念
と
し
て
扱

っ
て
い
る
。

ギ

デ

ン
ズ

に

よ

れ
ば

、
我

々

の

日
常

の
行
為

は
、

暗

黙

知

(t
a
c
it
 k
n
o
w
le
d
g
e
)
に
依

拠

し

な

が

ら

、
連

続

し

た

よ

ど

み

な

い

も

の
と

し

て
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
再
帰
的
モ
ニ

タ
リ
ン
グ

(re
fle
x
iv
e
 m
o
n
ito
r
in
g
)
す
る
こ
と
で
、
行
動
の
理
由
、
動
機
が
生
じ
る
(
1
4
)

。

さ
ら

に
ギ
デ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
概
念
は
、
ミ
ク

ロ
と
マ
ク

ロ
の
社
会
学
を
統
合
す
る
手
が
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
個
と
全

体

の

い
ず
れ
か
に
偏
す
る
こ
と
な
く
認
識
を
構
築
す
る
場
合

の
鍵
と
も
な
る
も
の
で
あ

っ
た
。
例
え
ば
市
場
と
い
う
構
造
的
存
在
は
、
そ

れ
自
体
と
し
て
実
体
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
人
間
が
日
常
の
経
済
行
動
を
通
じ
、
そ
の
市
場
と
い
う
構
造
を
追
認
す
る
こ
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と
に
よ
り
、
日
々
更
新
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
(
1
5
)

。

こ
う
し
て
ギ
デ
ン
ズ
の
再
帰
的

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
い
う
観
念
は
、

エ
ス
ノ
メ
ソ
ド

ロ
ジ

ー
で
用

い
ら
れ
た
概
念
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も

の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
現
象
学
的
社
会
学
か
ら

エ
ス
ノ
メ
ソ
ド

ロ
ジ
ー
に
い
た

る
過
程

で
構
築
さ
れ
て
き
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を
巡
る
豊
か
な
考
察
を
継
承
し
な
が
ら
結
ば
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
八
〇
年
代
以
降

の
ギ
デ
ン

ズ
に
お
い
て
も

re
fle
x
iv
ity
が
、
自
省
、
内
省
な
ど
、
社
会
的
領
域
と
の
関
わ
り
が
希
薄
な
個
人
的
な
行
為
と
捉

え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な

い
こ
と
は
、
『近
代
化

の
帰
結
』
(邦
訳

『近
代
と
は
い
か
な
る
時
代

か
』
)
の
次
の
部
分
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「社
会
学
的
な
知

識
は
、
社
会
生
活
の
領
域
に
出
た
り
入

っ
た
り
し
な
が
ら
螺
旋
状

に
、
自
ら
と
そ
の
社
会
生
活

の
領
域
を
そ
の
過

程
の
不
可
欠
の
要
素
と

し
て
構
築
す
る
。
こ
れ
が

r
eflex
iv
ity
の

モ
デ

ル
で
あ
る
。
(
1
6
)

」

そ
し
て
こ
う
し
た
再
帰
性
把
握
は
、
二
〇
〇

二
年

の
『暴
走
す
る
世

界
』

で
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
解
釈
で
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

も

ち
ろ
ん
、

エ
ス
ノ
メ
ソ
ド

ロ
ジ
ー
が
論
じ
る
再
帰
性
は
、
人
間

の

一
般
的
行
動
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
り
、
近
代
に
お
い
て
の
み
成

り
立

つ
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
ギ
デ
ン
ズ
自
身
も
そ
れ
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
ギ
デ

ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
近
代

以
前

の
再
帰
性
が
安
定

し
た
伝
統
の
存
在

に
拘
束
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
近
代

で
は
そ
の
伝
統
が
姿
を
消
し
て
し
ま
い
、
再
帰
的
に
日
々
更
新
さ
れ
る
日
常

は
、
定
ま

っ
た
方
向
が
な
く
、
激
し
く
流
動
し
、
人
々
は
荒
れ
狂

い
暴
走
す
る
ジ
ャ
ガ
ー
ノ
ー
ト
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
に
陥

る
。
再
帰
性
を
原
因
と
す
る
変
化

の
度
合

い
は
、
現
代
に
至
り
著
し
く
増
大
し
た
の
で
あ
る
(
1
7
)

。

こ
う
し
て
ギ
デ
ン
ズ
は
、
ベ
ッ
ク
が
ミ
ー
ド
か
ら

エ
ス
ノ
メ
ソ
ド

ロ
ジ
ー
に
至
る
方
法
論
的
な
流
れ
と

一
線
を
画
し
た
形
で
再
帰
性
を

提
示

す
る
の
に
対
し
て
、
む
し
ろ
そ
の
延
長
上
に
再
帰
性
を
捉
え
た
(
1
8
)

。

も
ち
ろ
ん
、
両
者
と
も
、
再
帰
的
近
代

で
あ
る
現
代
社
会
で
は

従
来

の
認
識
枠
組

み
が
通
用
し
に
く
い
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
社
会
が
急
速
な
変
化
を
必
然
的
に
生
み
だ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
お

い
て
共
通
す
る
。
し
か
し
再
帰
性

の
捉
え
方

の
違

い
、
そ
し
て
ギ
デ
ン
ズ
が
ベ
ッ
ク
ほ
ど
濃
厚

に
は
近
代
を
告
発
す
る
姿
勢
を
と
ら
な
い

こ
と
は
、
幾

つ
か
の
差
異
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
両
者
の
リ
ス
ク
解
釈

の
差
異
も
そ
の

一
例
と
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
ギ
デ
ン
ズ

79



桐蔭法学10巻2号(2004年)

に
よ
る

『暴
走
す
る
世
界
』
の
リ
ス
ク
論
は
明
ら
か
に
ベ
ッ
ク
の
議
論
を
承
け
て
い
る
が
、
ギ
デ

ン
ズ
は
、
リ
ス
ク
の
保
険
業
と
深
く
関

わ
る
語
源
を
確
認
し
た
上
で
、
「外
部
リ
ス
ク

ex
tern
a
l
 risk
」
と

「人
工
リ
ス
ク

m
a
n
u
fa
c
tu
re
d
 risk
」
に
区
別
し
、
外
部
リ
ス
ク

は
、
固
定
的
な
伝
統
や
自
然
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
リ
ス
ク
で
あ
り
、
人
工
リ
ス
ク
は
、
増
大
す
る
知
識
が
世
界

に
与
え
る
影
響
に
よ
り

も

た
ら
さ
れ
る
リ
ス
ク
で
あ
る
と
措
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
伝
統
が
外
部
リ
ス
ク
に
整
理
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
リ
ス
ク
に
つ
い

て
ギ
デ
ン
ズ
が
再
帰
性
を
軸
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ギ
デ
ン
ズ

に
と

っ
て
は
、
リ
ス
ク
も
ま
た
激
し
く
流
動
す
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

一
方

ベ
ッ
ク
は
、
再
帰
的
近
代
で
は
危
険
が
様

々
に
増
大
し
て
い
る
が
、
危
険

の
認
定
す
ら
科
学
の
合
理
性
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
と
告
発
す
る
。
こ
こ
か
ら
は
ベ
ッ
ク
が
、
リ
ス
ク
を
、
科
学
的
合
理
性
で
は
認
識
で
き
な
い
対
象
と
し
て
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
も
の

と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
点
で
、

ベ
ッ
ク
に
と

っ
て
の
リ
ス
ク
は
、
ギ
デ

ン
ズ
に
較

べ
、
告
発
す

べ
き
対
象
と
し
て
実
体
性

を
増
し
て
い
る
(
1
9
)

。

結
果
と
し
て
、
ベ
ッ
ク
の
場
合
、
危
険
の
存
在
自
体
に
人
間
の
再
帰
的
な
作
用
が
関
わ

っ
て

い
る
と
い
う
関
心
は
前

面

か
ら
退
く
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
株
価
や
通
貨
が
暴
落
し
て
経
済
危
機
が
発
生
す
る
、
な
ど
の
リ
ス
ク
は
、
ギ
デ
ン
ズ

の
リ
ス
ク
論
の

射
程

に
は
入
る
が
、

ベ
ッ
ク
の
議
論
の
射
程
に
は
入
り
に
く
い
。

総
力
戦
体
制
、
政
治

従
来
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
を
巡
る
議
論

は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
存
在
自
体

に
対
す
る
懐
疑
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化

へ
の
趨
勢
を
認
め
た
上
で
、

積
極

的
に
そ
れ
を
肯
定
す
る
も
の
、
強
く
そ
れ
を
批
判
す
る
も

の
、
そ
の
い
ず
れ
と
も
い
え
な
い
も
の
、
と
お
お
よ
そ
四
つ
ほ
ど
の
流
れ

に
整

理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
ど
の
立
場
に
立

つ
に
し
て
も
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
は
主
と
し
て
経
済
的
現
象

に
焦
点
を
あ
て
て
捉
え

ら
れ
が
ち
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
場
合
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
と
主
権
国
家
の
形
骸
化
と
の
関
係
は
、
相
互
に
排
他
的
な
関
係

に
あ
る
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と
理
解
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
大
前
研

一
は
、
九
〇
年
代
の
は
じ
め
に
、
経
済

の
グ

ロ
ー
バ
ル
化

に
よ
り
主
権
国
家

の
衰
退
が
帰
結
す
る
と

論
じ
、
近
年
の
著
作
で
も
そ
う
し
た
捉
え
方
を
崩
し
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
近
年
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
を
巡
る
議

論
で
は
、
主
権
国
家
を

一
つ
の
容
器
と
捉
え
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化

の
進
展
に
よ
り
、
そ
の
容
器
が
透
過
性

の
高

い
も
の
に
変
容
し
た
と
い
う

理
解
が
提
示
さ
れ
て
い

る
。こ

う
し
た
国
家
退
場
論

に
対
し
て
は
、
す
で
に
S

・
サ
ッ
セ
ン
な
ど
に
よ
り
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
は
国
家

の
統
合

力
を
弱
体
化
さ
せ
る
も

の
で
は
な

い
と
い
う
異
論
が
提
示
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
本
書
の
総
力
戦
体
制
と

い
う
規
定
も
、
国
家
退
場
論
に
対
す
る
異
論

の

一
角
を

形
成

す
る
。
そ
の
際
、
総
力
戦
体
制
と
い
う
捉
え
方
は
、
「
一
九
四
〇
年
体
制
」
と

い
う
規
定
と
も
重
な
り
合
う
。

し
か
し
両
者
は
、
国
家

の
地
位
が
低
下
し
て
い
る
と
い
う
認
識

に
異
を
唱
え
る
点
で
共
通
性
が
あ

る
と
し
て
も
、
基
本
的
な
視
座
を
異
に
し
て
い
る
(
2
0
)

。

一
九
四

〇
年

体
制
論
で
は
、
統
制
的
金
融
シ
ス
テ
ム
、
中
央
集
権
的
税
制
、
借
地
借
家
法
な
ど
多
く
の
点

で
、
戦
前

の
総

動
員
法
体
制
が
戦
後
も

持
続

し
、
結
果
と
し
て
現
状
の
日
本
で
は
、
適
正
な
競
争
が
阻
害
さ
れ
た
中
央
統
制
が
残
存
し
て
い
る
と
論
じ
ら

れ
る
。

つ
ま
り

一
九
四

〇
年

体
制
論
で
は
、
近
代
を
批
判
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
意
図
は
全
く
な

い
。
む
し
ろ
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
、

国
家
の
退
場
と
い
う
プ

ロ
セ

ス
を
賛
美
す

べ
き
も
の
と
捉
え
、
日
本
は
、
政
治
経
済
諸
制
度

に
お
い
て
、
そ
の
道
を
歩
む
上
で
大
き
く
立

ち
後
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
書
は
、
ア
イ

ロ
ニ
ー
を
孕
む
も
の
と
し
て
、
近
代
を
告
発
す
る
姿
勢
を
根
底
的

に
備
え
て
お
り
、
具

体
的

に
表
面
に
現
れ
る
集
権
的
統
制
を
直
接
的
な
問
題
と
は
し
な
い
。
美
馬
論
文
中
の
次
の
指
摘
は
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
簡
潔
に
表

現
し

て
い
る
。
「
こ
こ
で
改
め
て
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
国
家
の
経
済
的
な
側
面
で
の
調
整
能
力
が
弱
体
化
す
る
こ
と

は

『国
家

の
退
場
』

で
は
な
い
し
、
『小
さ
な
政
府
』
を
生
み
出
す
わ
け
で
も
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。
」

(本
書

一
八
九
頁
)

つ
ま
り
、
本

書

で
の
総
力
戦
体
制
と
い
う
規
定
は
、
ウ

ェ
バ
ー
に
よ
る
「鉄
の
檻
」、
生
活
世
界

の
植
民
地
化
と
い
う
か

つ
て
の

ハ
ー
バ
ー

マ
ス
テ
ー
ゼ
、

或

い
は
フ
ー

コ
ー
的
な
意
味

で
の
身
体
的
管
理
体
制
と
い
う
問
題
意
識
を
継
承
し
、
近
代
に
対
す
る
批
判
的
姿
勢

を
堅
持
し
な
が
ら
も
、
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ベ

ッ
ク
が
主
張
す
る
よ
う

に
、
こ
れ
ら
が
古
典
的
社
会
学

の
基
本
前
提

に
囚
わ
れ
た
見
方

で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
依
然
と
し
て
有
効
な

捉

え
方

で
あ
る
の
か
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
意
図
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

再
帰
的
近
代
化
に

つ
い
て
、
ギ
デ
ン
ズ
的
な
ス
タ
ン
ス
と
ベ
ッ
ク
的
な
ス
タ
ン
ス
を
弁
別
す
る
な
ら
ば
、
本
書

は
ベ
ッ
ク
的
な
ス
タ

ン

ス
を
採
る
。
そ
し
て
現
代
社
会

に
対
し
て
の
告
発
を
、
ベ
ッ
ク
的
な
立
場
と
フ
ー
コ
ー
的
な
立
場
に
分
け
る
な
ら
、
本
書
は
、
そ
れ
を
考

究

し
て
ゆ
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立

つ
。
あ
る
意
味
で
、
ギ
デ
ン
ズ
的

ス
タ
ン
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
主
義
、
功
利
主

義
的
、
ノ
ミ
ナ
リ
ス
テ
イ
ッ
ク
な
発
想
と

い
う
思
想
風
土

の
出
自
を
と
ど
め
、
現
代
社
会

の
物
質
主
義
的
傾
向

に
比
較
的
寛
容
で
あ
る
。

或

い
は
、
認
識
論
、
価
値
論
で
の
相
対
主
義
は
、
足
下
を
す
り
抜
け
て
ゆ
く
日
常
生
活
で
の
物
質
主
義

に
無
防
備

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

ギ
デ
ン
ズ
的

ス
タ
ン
ス
は
、
現
代
社
会
の
根
源
的
病
理
を
厳
し
く
見

つ
め
る
姿
勢
を
欠
い
て
い
る
と

い
う
批
判
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

ベ
ッ
ク
、
或

い
は
フ
ー
コ
ー
的

ス
タ
ン
ス
は
、
現
代
社
会
の
孕
む
ア
イ

ロ
ニ
ー
を
凝
視
す
る
姿
勢
を
崩
さ

な

い
。
だ
が
、
そ
れ
を
告
発
す
る
こ
と
に
性
急
な
あ
ま
り
、
抑
圧
、
被
抑
圧

の
境
界
線
を
あ
ま
り
に
強
く
引
き
、

そ
こ
に
友
敵
の
原
理
を

持

ち
込
む
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
再
帰
性
を
軸

に
相
対
的

に
現
象
に
接
す
る
場
合
と
違

い
、
そ
の
境
界
線

は
不
変
の
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
実
体
化
す
る
。
そ
う
し
た
発
想
は
、
文
明
を
実
体
化
し
、
そ
の
衝
突
を
不
可
避

の
も
の
と
す
る
思
想
と
共

通
す

る
も
の
を
持

っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
延
長
上
に
は
、
「病
者
と
生
活
保

護
受
給
者
と
犯
罪
者
た

ち

の
新
し
い
連
合
」

(本
書

一
九
四
頁
)
に
希
望
を
見
い
だ
す
と

い
っ
た
状
況
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
そ
こ
に
至
る
と
、
民
主
主
義
的
な
も

の
の
姿
は
ど
こ
に
も
見
い
だ
せ
な
い
。
こ
う
し
た
別
の
陥
穽
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
ギ
デ
ン
ズ
的
な
、
あ
る
種
の
凡
庸
性
も
貴
重
な
も
の

に
思

え
る
は
ず
で
あ
る
。

但
し
、

い
ず
れ
の
視
座
に
立

つ
に
し
て
も
、
政
治
理
解

に
対
し
、
深
刻
な
問
題
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
疑

い
え
な

い
。
い
ず

れ
も
、
政
治
的
領
域

に
限
定
さ
れ
た
形

で
の
従
来

の
政
治
論
を
時
代
遅
れ
の
も
の
と
し
て
批
判
す
る
姿
勢
を
明
確

に
持

つ
か
ら
で
あ
る
。
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ベ
ッ
ク
は

『リ
ス
ク
社
会
』
の
な
か
で
、
「残
り
の
半
分

の
決
定
権
限
は
、
公
の
統
制
を
受
け
ず
、
正
当
性

の
理
由

付
け
も
さ
れ
な

い
ま
ま

企
業

や
科
学
に
属
す
」
(邦
訳
三
七
八
頁
)、
「今
や
社
会
を
形
成
す
る
潜
在
的
可
能
性
は
政
治
シ
ス
テ
ム
か
ら
科
学
＝

技
術
＝

経
済
的
近
代

化
と

い
う
サ
ブ
政
治
シ
ス
テ
ム
に
移

っ
て
い
る
」

(邦
訳
三
八
二
頁
)
、
「
将
来
の
社
会
が
形
成
さ
れ
る
の
は
議
会

に
お
い
て
で
も
な
い
し
、

政
党

に
よ

っ
て
で
も
な
く
、
そ
れ
が
な
さ
れ
る
の
は
実
験
室
の
中
で
あ
り
、
取
締
役
た
ち
の
会
議
室
に
お
い
て
で
あ

る
」
(邦
訳
四
四
〇
頁
)

と
論

じ
、
政
治
に
つ
い
て
の
観
念
を
大
胆
に
変
更
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
新
た
な
政
治
の
創
造
が
説

か
れ
、
そ
こ
で
の
民
主

主
義

の
徹
底
が
理
想
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
。
ま
た
ギ
デ
ン
ズ

の
再
帰
的
近
代
化

の
論
理
か
ら
も
従
来

の
民
主
主
義
論
と
は
や
や
異
な
る
ス

タ
ン

ス
で
民
主
主
義
の
徹
底
が
導
か
れ
て
い
る
。
ギ
デ
ン
ズ

の
よ
う
に
再
帰
性
を
理
解
す
る
場
合
、
個
人
の
内
面
性
や
永
遠
性
や
自
己
実

現
な

ど
、
あ
る
絶
対
的
な
定
点
か
ら
政
治
的
価
値
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
激
し
く
流
動
化
す
る
再
帰
的
近
代
化
状
況
に
あ

っ
て
、
安

定
し

て
普
遍
の
価
値
判
断
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
定
点
な
ど
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
あ

っ
て
許
容

で
き
る
決
定
は
、

多
数

の
意
識
が
決
定
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
条
件
と
し
て
成
り
立

つ
。
そ
し
て
そ
れ
が
ギ
デ
ン
ズ
に
よ
る
民
主
主
義

の
徹
底
の
主
張

に
つ
な
が

っ
て
い
る
。
政
治
理
論
の
伝
統
の
中

で
言
及
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
実
体
化
さ
れ
た
共
同
体
を
背
景
と
す

る
民
主
主
義
論
を
こ
こ

に
見

い
だ
す
こ
と
は
難
し
い
。

こ
う
し
て
ベ
ッ
ク
、
ギ
デ
ン
ズ
な
ど
、
社
会
学
的
知
見
か
ら
生
成
し
た
論
理
は
、
政
治
学
的
知
見
に
対
し
て
の
攻
勢
を
強
め
る
。
ま
た

一
方

で
政
治
学
的
知
見
は
、
経
済
学
的
知
見
か
ら
の
攻
撃
に
も
晒
さ
れ
て
い
る
。
民
営
化
論
、
小
さ
な
政
府
論
な

ど
は
、
政
治
的
領
域

に

あ

っ
た
決
定
プ

ロ
セ
ス
の

一
部
を
、
経
済
的
領
域
に
移
管
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
、
政
治
学
的
知
見
が
妥
当
す
る

領
域

は
縮
小
す
る
だ
ろ
う
。
更
に
合
理
的
選
択
論
な
ど

に
よ
り
、
政
治
的
決
定
の
論
理
自
体
、
科
学
的
合
理
性
を
纏
う
経
済
学
的
知
見
に

浸
食

さ
れ
つ
つ
あ
る
。
政
治
学
的
知
見
は
、
何
ら
か
の
独
自
性
を
保
持
す
る
契
機
を
ど
こ
に
見

い
だ
せ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
社
会
学
的

知
見
、
経
済
学
的
知
見
を
統
合
す
る
論
理
と
し
て
、
自
ら
の
存
在
意
義
、
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
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桐 蔭法学10巻2号(2004年)

そ

の
隘
路

は

一
層
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

【
注

】
(
1
)

J
.N

.
F
ig
g
is
,
P
o
litic
a
l
 T
h
o
ug
h
t
 F
r
o
m
 
G
e
rso
n
 
to
 
G
r
o
tiu
s,
H

a
r
p
e
r
 T
o
r
c
h
b
o
o
k
,
1
9
6
0
,
p
.5
.

(
2

)

二

〇

〇

三
年

一

一
月

一
五

日

開

催

、

桐

蔭

横

浜

大

学

西

洋

法

史

研

究

所

主

催

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

。

ネ

ル

教

授

に

よ

る

報

告

は

、

「
中

世

の
教

会

に
お
け

る
法

発
展

の
担

い
手

第

一
部
グ

ラ
テ

ィ
ア

ー
ヌ

ス
ま

で

の
時

代
」

と
題

さ

れ
行

わ
れ

た
。

(本
号

に
翻

訳

が
掲
載

)

(
3
)
山

之
内

靖

『
日
本

の
社
会

科
学

と

ウ

ェ
ー

バ
ー
体

験
』

一
九

九
九
年

、

筑
摩

書
房

、
九

六
頁

。

(
4
)
川

俣

正

『
ア

ー
ト

レ

ス
』

フ
ィ

ル
ム

ア
ー
ト
社

、

二
〇

〇

一
年

、

九

四
頁
。

(
5
)
ダ

ニ
エ
ル

・
ピ

ン

ク

『
フ
リ

ー

エ
ー
ジ

ェ
ン
ト
社
会

の
到

来
』

ダ

イ

ヤ

モ
ン
ド
社

、

二
〇
〇

二
年

、

一
九

一
頁
。

(
6
)
本

文

で
も
触

れ

た
よ

う

に

re
fle
x
iv
e
,
r
e
f
le
x
iv
ity
の

訳
語

は
様

々
で
あ

る
が

、
主

と

し
て

「
再
帰

的
」

「
再

帰
性

」
と

い
う
訳
語

を

あ

て

る

こ
と
と

す

る
。

(
7
)

「
ベ
ッ
ク

は
ギ
デ

ン
ズ

お
よ
び

ラ

ッ
シ

ュ
と
組

ん

で

「自

己

再
帰

性
」
概
念

を

用

い
た
現

代
社

会
分

析
を

提

唱
し

た

の
で
あ

っ
た

が
、
他

の

二
人

は
と

も

か
く
、
ベ

ッ
ク

に
関

す

る
か
ぎ

り
、
こ
の
提
起

が
社

会
科

学

の
根

本
的

な
組

み
替
え

を
要

請
す

る

も

の
で
あ

っ
た

こ

と
は
注

目

に

値

す

る
。
」
(本
書

五
七
頁

)
、

「
論
者

に
よ

っ
て

そ

の
意

味
合

い
は
異

な

る
」
(高

橋
秀

寿

「
再

帰
的

近
代

化
」
、

(
『
グ

ロ
ー

バ

ル
化

を

読

み
解

く

88

の

キ
ー

ワ
ー

ド
』
平

凡
社

、

二
〇

〇

三
年
所

収
)
一
三
五
頁

。

(
8

)

富

永

健

一

『社

会

変

動

の

中

の

福

祉

国

家

』

中

公

新

書

、

二

〇

〇

一
年

、

一
〇
-

一

一
頁

。

(
9

)

高

橋

前

掲

論

文

、
一
三

五

頁

。

(
1
0)

G
e
o
r
g
e
 H
.
M

e
a
d
,
M

in
d
 
S
e
lf
 
&
 
S
o
cie
ty
,
T
h
e
 U
n
iv
e
rs
ity
 o
f
 C
h
ic
a
g
o
 P
re
ss
,
1
9
3
4
,
p
.1
3
4
.

(11

)

山

田

富

秋

『
日

常

性

批

判

』

せ

り

か

書

房

、

二

〇

〇

〇

年

、

六

八

頁

。

(12

)

M

itc
h
e
ll
 D
e
a
n
,
G
o
v
e
r
n
m

e
n
ta
lity
,
 S
A
G
E
 
p
u
b
lic
a
t
io
n
s
,
1
9
9
9
,
p
.i
7
7
.

(
1
3)

U
lr
ic
h
 B
e
c
k
,
R
ef
lex
iv
e
 M

o
d
e
r
 
nisie
r
un
g
 E
in
e
 K

o
n
tr
o
v
e
rse
,
S
u
h
r
k
a
m
p
,
1
9
9
6
,
s
.4
3
.

(
14

)

ギ

デ

ン
ズ

の

い
う

re
fle
x
iv
e
 m

o
n
ito
r
in
g

は

、

「
行

為

の

自

省

的

評

価

」
と

当

初

は

翻

訳

さ

れ

て

き

た

が

、

最

近

は

、

「再

帰

的

モ

ニ
タ
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書評 『総力戦体制 か らグローバ リゼーションへ』(升)

リ

ン
グ

」
と
訳

さ

れ

る
よ
う

な

に
な

っ
て

い
る
。

一
九

八
九
年

に
翻
訳

出
版

さ
れ
た

『社

会

理
論

の
最
前

線
』

で
は
、

「
行

為

の
自
省

的

評
価

」

と
訳

さ
れ
、

一
九

八
六
年

に
翻

訳
出

版

さ

れ
た

『
社
会

理
論

の
現
代

像
』

で
は
、

re
fle
x
iv
ity

は
、

「
反

省
性

」

と
訳

さ
れ

て
い
る
。

(
15
)
思

想

史
上

の
、
主題

を
例

に

と

る
と
、
主
権

な

ど

の
観
念

も
再

帰
性

を

軸

に
説
明

す

る

こ
と
が

で
き

る
。
主
権

概
念

が
創
造

さ

れ
、
し
ば

し
ば

用

い
ら

れ

る
よ
う

に
な

る
と
、
主

権

と

い
う

も

の
が

実
在

す

る
と

い
う

感
覚

が
生

じ

る
。
そ
う

し

た
感
覚

に
基
づ

い
て
行
動

す

る

こ
と

で
、
主

権

の
実
在

性

が

日

々
更

新

さ
れ

る

の

で
あ

る
。

(
16

)

G
id
d
e
n
s
,
T
h
e
 C
o
n
s
e
q
ue
n
ce
s
 of
 
M

o
d
er
n
ity

,
S
ta
n
f
o
rd
,
1
9
9
0
,
p
p
.1
5
-
1
6
.

(
17

)

現

代

の

世

界

は

、

ジ

ャ

ガ

ー

ノ

ー

ト

に

乗

っ

て

い

る

か

ら

、

r
u
n
n
a
w
a
y
 w
o
r
ld

な

の

で
あ

る

。

『暴

走

す

る

世

界

』
は

、

グ

ロ

ー

バ

ル

化

に
つ
い
て
の
平
易
で
体
系
的
な
書
物
と
理
解
さ
れ
る
が
、
根
底
に
ギ
デ
ン
ズ
の
再
帰
性
の
観
念
が
存
在
す
る
こ
と
を
掴
ま
な
け
れ
ば
、
そ
の
真

意
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(18
)

結

果

と
し

て
、
ベ

ッ
ク
と
ギ

デ

ン
ズ

の
間

に
は
、
r
e
a
litie
s
の

構
成

に

つ
い
て

の
捉

え

方
も

異

な

っ
て
く

る
。
も

ち

ろ
ん
ギ

デ

ン
ズ

の
再
帰

性

の
起

点

で
も

あ

る

エ
ス
ノ
メ

ソ
ド

ロ
ジ

ー

に
お

い
て
も
現
実

(r
e
a
lity
)
が

ど

の
よ
う

に
構

成

さ
れ

る

か

は

一
様

で

は
な

い
。
暗

黙

知

と
言

語

ゲ

ー

ム
と

い
う

二
元
性

(
ガ
ー

フ

ィ

ン
ケ

ル
)
、
ド

ン
フ

ァ

ン
の
世
界

と
西

欧

世
界

の
対

象
性

(
カ

ス
タ
ネ
ダ

)
な

ど

が
あ

る

一
方

で
、
諸

現
実

が

相
互

に
透

過
性

を

も

っ
て
存

在

し

て

い
る
と

い
う

理
解

も
あ

る
。
ギ

デ

ン
ズ

は
、
日
常

の
人
間

の
行
動

は
連

続

的

で
意
識

化

さ
れ

な

い
も

の

で
あ

り
、
そ
う

し

た
連

続
的

な
行

動

に
対

し

て
再
帰

的

モ

ニ
タ
リ

ン
グ

が

な

さ
れ

る
と
捉

え

て

い
た
。

つ
ま
り
連

続
的

で
意
識

化

さ
れ
な

い
、

身

体
性

と
深

く
関

わ
る
世

界

と
流
動

的

で
再

帰
的

モ

ニ
タ
リ

ン
グ

に
よ

り
形

成

さ
れ

る
世
界

と

い
う

二
元
論

的

な
把

握

が

な

さ

れ

て

い
る
。

そ
れ

に
対

し

て

ベ

ッ
ク

の
場
合

は
、

近

代
が

r
e
fle
x
iv
it
y

を

軸

に
し

て
流
動

的

と
な

る

と

い
う

視
座

は

と
ら

れ

て

い
な

い
。

(
19
)

ベ

ッ
ク

は
リ

ス

ク
を
存

在
論

的

に
扱

い
た

が

っ
て

い
る
、
と

デ

ィ
ー

ン
も
指

摘

す

る
。

(D
e
a
n

,
o
p
.c
it.,
p
.1
8
2
)

(
20
)

野

口
悠
紀

雄

『
一
九

四
〇
年

体
制

』

一
九

九
五

年
、

東

洋
経

済
新

報
社

。

(ま
す

の
ぶ
お

・
本
学
法
学
部
助
教
授
)
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