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章　

批
判
的
な
政
治
理
論
と
批
判
の
方
法
論
│
再
構
成
的
批
判
と
は
何
か

1
　
問
題
関
心
と
主
張

　
本
書
の
目
的
は
、「
批
判
の
方
法
論
」
と
い
う
観
点
か
ら
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
の
政
治
理
論
の
全
体

像
を
概
観
し
、
他
の
政
治
理
論
と
比
較
し
て
そ
の
独
自
性
や
利
点
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
政
治
理
論
は

「
批
判
理
論
」
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
批
判
の
実
践
を
理
論
の
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
規
範
的
に
正
し
い
社
会

の
あ
り
方
を
示
す
の
が
政
治
理
論
の
主
要
な
役
割
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
者
は
正
し
い
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
批
判
が
不
可
欠
だ
と
考

え
て
い
る
。
こ
こ
で
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
批
判
が
何
を
意
味
す
る
か
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
ホ
ネ
ッ
ト
も
、
批
判
が
ど
の
よ
う
な
営

み
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
部
分
的
に
は
語
っ
て
い
る
所
が
あ
る
。
し
か
し
、「
批
判
理
論
に
お
け
る
批
判
」
が
意
味
す
る
も
の
の
全
体
像

は
、
彼
ら
の
著
作
を
一
見
し
た
だ
け
で
は
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
批
判
の
意
味
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
理
論
と
批
判
の

実
践
と
を
関
係
づ
け
る
た
め
の
、
様
々
な
方
法
論
的
問
題
が
生
じ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
批
判
を
行
う
主
体
は
誰
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
一
方
で
批
判
は
、
日
常
的
な
行
為
主
体
、
す
な
わ
ち
社
会
の
参
加
者
た
ち
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に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
私
た
ち
は
、
友
人
の
悪
行
、
職
場
で
の
不
遇
な
扱
い
、
あ
る
い
は
国
家
の
不
正
行
為
な
ど
に
対
し
て
日
常
的
に
批

判
を
行
っ
て
い
る
。
他
方
で
批
判
は
、
理
論
家
の
営
み
と
し
て
、
例
え
ば
、
私
た
ち
の
批
判
的
な
反
省
を
可
能
に
す
る
前
提
で
あ
る
理
性

能
力
自
体
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
（
カ
ン
ト
）、
あ
る
い
は
私
た
ち
の
批
判
的
な
反
省
を
妨
げ
る
社
会
構
造
的
な
要
因
や
「
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
」
を
暴
露
す
る
試
み
（
マ
ル
ク
ス
）
と
し
て
も
理
解
さ
れ
て
き
た1

。
社
会
の
「
参
加
者
」
と
「
理
論
家
」
と
い
う
批
判
の
二
つ
の
主
体

が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
正
し
い
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
両
者
が
ど
の
よ
う
に
相
互
に
交
わ
る
か
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

　
第
二
に
、
批
判
の
対
象
は
何
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題
を
扱
う
た
め
に
は
、
参
加
者
と
理
論
家
の
認
識
能
力
の
違
い
を
考
察

す
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
で
、
理
論
家
が
社
会
の
外
側
に
立
っ
て
真
理
を
認
識
で
き
、
参
加
者
た
ち
に
対
し
て
人
間
や
社
会
の
真
の
あ
り

方
を
批
判
に
よ
っ
て
啓
蒙
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
想
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
理
論
は
「
権
威
主
義
」
的
な
理
論
と
言
え
る
。
権
威
主

義
的
な
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
参
加
者
た
ち
は
偏
見
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
囚
わ
れ
て
お
り
、
不
正
の
存
在
や
真
な
る
正
し
さ
を
適
切
に
認
識

で
き
な
い
。
権
威
主
義
的
な
理
論
に
と
っ
て
、
批
判
の
対
象
は
参
加
者
の
偏
見
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
批
判
を
行
う
理
論
家
は
、
哲
人
王

の
ご
と
く
、
現
実
に
直
接
介
入
す
る
よ
う
な
政
治
的
特
権
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
他
方
で
、
参
加
者
と
理
論
家
の
間
に
認
識
能
力
の
非
対
称
性
を
一
切
認
め
な
い
な
ら
ば
、
理
論
は
文
化
的
慣
習
に
埋
め
込
ま
れ
た
参
加

者
の
主
張
を

│
た
と
え
偏
見
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
て
も

│
無
批
判
に
再
生
産
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
理
論
は
、「
慣
例
主

義
（
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）」
や
「
相
対
主
義
」
的
な
理
論
と
言
え
る
。
相
対
主
義
や
慣
例
主
義
に
と
っ
て
、
批
判
の
対
象
は
参
加
者

た
ち
が
日
々
行
う
批
判
の
内
容
に
完
全
に
依
存
す
る
。

　
後
に
（
と
り
わ
け
第
五
章
で
）
示
す
よ
う
に
、
権
威
主
義
は
参
加
者
た
ち
の
自
律
を
否
定
す
る
点
で
、
慣
例
主
義
は
現
状
肯
定
的
で
あ

る
点
で
、
共
に
不
十
分
な
立
場
で
あ
る
。
批
判
的
な
理
論
が
権
威
主
義
と
慣
例
主
義
と
い
う
両
極
端
を
避
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
参
加

者
を
完
全
に
無
知
で
無
力
な
存
在
と
し
て
描
く
の
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
参
加
者
の
主
張
を
全
面
的
に
追
認
す
る
わ
け
で
も
な
い
形
で
、

批
判
の
対
象
を
定
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
三
に
、
対
象
を
ど
の
よ
う
に
批
判
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
規
範
的
な
議
論
と
記
述
的
な
議
論
の
双
方
が
問
題
に
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な
る
。
社
会
制
度
や
慣
習
に
問
題
が
あ
り
変
革
が
必
要
だ
と
批
判
す
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
ら
を
変
革
す
べ
き

0

0

で
あ
る
と
い
う
規
範
的
な
主

張
が
含
ま
れ
る
。
そ
う
し
た
批
判
は
、
社
会
構
造
や
社
会
実
践
の
正
し
さ
を
規
定
す
る
規
範
的
基
準
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
現
状
に
問
題

が
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
時
、
批
判
を
行
う
者
は
誰
で
あ
れ
、
そ
の
規
範
的
基
準
が
社
会
の
他
の
メ
ン
バ
ー
も
受
け
容
れ
可
能
で
あ
る

こ
と
を
説
得
力
の
あ
る
仕
方
で
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
者
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
批
判
は
、
社
会
を
変
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
か
、
あ
る
い
は
右
で
見
た
権
威
主
義
的
立
場
に
な
る
。
他
の
メ
ン
バ
ー
を
考
慮
し
な
い
権
威
主
義
的
立
場
を
避
け
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
批
判
者
は
説
得
力
の
あ
る
規
範
を
練
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
他
方
で
、
社
会
の
不
正
や
人
び
と
の
苦
境
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
が
生
じ
た
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
れ

ら
の
改
善
が
進
ま
な
い
で
い
る
要
因
を
特
定
す
る
こ
と
も
必
要
に
な
る
。
例
え
ば
、
経
済
的
な
格
差
が
不
当
に
広
が
っ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
人
び
と
が
自
ら
の
苦
境
を
自
己
責
任
と
感
じ
て
い
る
事
態
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
事
態
を
批
判
し
、
変
革
す
る
た
め
に
は
、
特

定
の
規
範
（
例
え
ば
正
義
の
原
理
）
を
参
照
し
て
現
状
の
不
正
さ
を
示
す
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
人
び
と
が
そ
の
事
態
を
「
自
己
責

任
で
あ
り
、
仕
方
が
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
社
会
を
変
革
す
る
第
一
歩
は
、
苦
境
の
原
因
が
人
び
と
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
社
会
の
側
に
あ
る
の
だ
と
記
述
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
批
判
的
な
理
論
は
、
規
範
的
な
議
論
と
記
述

的
な
議
論
と
を
組
み
合
わ
せ
た
批
判
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
本
書
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
著
作
の
読
解
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
方
法
論
的
な
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
く
。
本
書
が
両
者

に
着
目
す
る
理
由
は
、
本
書
で
こ
れ
か
ら
示
し
て
い
く
よ
う
に
、
彼
ら
が
こ
れ
ら
の
問
題
と
向
き
合
い
な
が
ら
批
判
の
た
め
の
有
力
な
政

治
理
論
を
形
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
本
書
に
と
っ
て
最
大
の
課
題
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
ホ
ネ
ッ
ト
も
、
右
で
見
た
よ
う
な
方

法
論
を
端
的
に
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事
情
に
あ
る
。
そ
の
た
め
本
書
は
、
批
判
を
介
し
て
理
論
と
実
践
と
が
関
わ
る
方
法

を
「
批
判
の
方
法
論
」
と
し
て
提
示
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
が
右
に
挙
げ
た
問
題
に
ど
の
よ
う
に
応
え
て
い
る
か
を
明
ら
か
に

す
る
。

　
ま
た
、
本
書
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
批
判
理
論
を
規
範
的
政
治
理
論
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
様
々
な
政
治
理
論
の
立
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場
と
比
較
検
討
を
行
い
、
彼
ら
の
理
論
の
方
法
論
的
な
特
徴
を
示
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
理
論
と
実
践
の
関
係
や
、
規
範
的
基
準
を
導
出
し

正
当
化
す
る
方
法
論
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
き
た
の
は
、
英
米
圏
を
中
心
と
す
る
近
年
の
政
治
理
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
、
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
A
・
コ
ー
エ
ン
、
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
と
い
っ
た
英
米
圏
の

政
治
理
論
、
さ
ら
に
は
近
年
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
理
論
研
究
を
牽
引
す
る
ラ
イ
ナ
ー
・
フ
ォ
ア
ス
ト
ら
の
政
治
理
論
に
対
し
、
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
「
批
判
的
」
な
政
治
理
論
が
持
つ
強
み
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
本
書
の
主
張
は
、
大
き
く
言
う
と
次
の
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
が
「
再
構
成
的
批
判
」
と
呼
ば
れ
る
批

判
の
方
法
論
を
用
い
て
、
理
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
こ
の
方
法
論
を
用
い
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
理
論
は
社
会
の
参
加

者
た
ち
に
対
す
る
「
正
当
化
可
能
性
」
と
、
理
論
の
「
実
現
可
能
性
」
と
い
う
点
で
、
そ
の
他
の
政
治
理
論
と
比
べ
て
優
れ
た
立
場
で
あ

る
こ
と
。
こ
の
二
つ
を
論
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
批
判
理
論
に
お
け
る
批
判
の
意
味
を
解
明
す

る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
の
理
論
が
持
つ
政
治
理
論
的
な
独
自
性
と
利
点
を
示
し
て
い
く
。
批
判
理
論
と
政
治
理
論
の
対
話
を
通
じ
て
、
本

書
は
批
判
の
方
法
論
を
解
明
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
規
範
的
政
治
理
論
が
持
つ
批
判
的
役
割
、
す
な
わ
ち
人
び
と
に
公
共
的
に
受
容
さ
れ
て

社
会
変
革
の
指
針
と
な
る
と
い
う
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
本
章
の
以
下
で
は
、
先
行
研
究
と
比
較
し
な
が
ら
、
本
書
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト

が
右
記
の
三
つ
│
批
判
の
主
体
、
対
象
、
方
法
│
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
応
え
て
い
る
か
を
確
認
し
な
が
ら
、
本
書
の
骨
格
部
分
に

あ
た
る
「
再
構
成
的
批
判
」
と
呼
ぶ
批
判
の
方
法
論
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

2
　
本
書
の
研
究
史
上
の
位
置
づ
け

⑴
方
法
論
研
究
に
お
け
る
本
書
の
位
置
づ
け

　
ま
ず
、「
再
構
成
的
批
判
（rekonstruktive K

ritik

）」
と
い
う
批
判
の
方
法
論
を
め
ぐ
る
研
究
と
し
て
、
本
書
は
そ
の
多
く
を
マ
テ
ィ
ア
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ス
・
イ
ー
ザ
ー
（Iser 2008

）、
ロ
ビ
ン
・
ツ
ェ
リ
カ
テ
ス
（C

elikates 2009

）、
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
シ
ュ
タ
ー
ル
（Stahl 2013a; 2013b

）、
ラ
ー

ヘ
ル
・
イ
ェ
ッ
ギ
（Jaeggi 2014

）
ら
に
よ
る
近
年
の
方
法
論
研
究
に
負
っ
て
い
る2

。
批
判
を
め
ぐ
る
従
来
の
研
究
が
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク

ス
に
由
来
す
る
思
想
史
的
戦
略
を
取
っ
て
き
た
の
に
対
し
、
彼
／
女
ら
の
研
究
は
「
再
構
成
的
批
判
」
や
「
内
在
的
批
判
（im

m
anente 

K
ritik

）」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
で
、
批
判
の
方
法
を
様
々
な
形
で
整
理
し
、
分
節
化
し
て
い
る3

。

　
本
書
の
特
徴
は
第
一
に
、
批
判
の
概
念
を
、
参
加
者
た
ち
が
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
〈
一
階
の
批
判
〉
と
、
理
論
家
が
理
論
的
著
作
を

通
じ
て
行
う
〈
二
階
の
批
判
〉
と
に
区
別
す
る
点
に
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
論
者
た
ち
は
、
規
範
の
導
出
方
法
に
焦
点
を
当
て
て
、
批
判
の

概
念
を
一
階
の
批
判
か
二
階
の
批
判
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
還
元
し
て
し
ま
っ
て
い
る4

。
こ
れ
に
対
し
本
書
は
、
こ
の
二
つ
の
批
判
を
関
係

づ
け
る
議
論
と
し
て
、「
再
構
成
的
批
判
」
の
方
法
を
定
式
化
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
が
批
判
の
基
準
を

導
出
す
る
方
法
だ
け
で
な
く
、
批
判
を
実
施
す
る
主
体
間
の
関
係
性
、
つ
ま
り
理
論
と
実
践
の
関
係
に
も
焦
点
を
当
て
る
。

　
第
二
に
、
本
書
で
は
批
判
の
方
法
論
を
政
治
理
論
の
方
法
論
と
関
係
づ
け
る
。
ロ
ー
ル
ズ
研
究
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
政
治
理
論
方

法
論
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
規
範
の
正
当
化
を
め
ぐ
る
方
法
、
な
ら
び
に
規
範
の
実
現
可
能
性
を
め
ぐ
る
方
法
で
あ
る
（List and 

V
alentini 2016; Erm

an and M
öller 2018; H

am
lin and Stem

plow
ska 2012; 

松
元2015

）。
本
書
は
、
批
判
の
方
法
論
を
め
ぐ
る
批
判
理
論
の
議

論
を
、
正
当
化
可
能
性
や
実
現
可
能
性
を
め
ぐ
る
政
治
理
論
の
文
脈
に
位
置
づ
け
、
様
々
な
政
治
理
論
が
ど
の
よ
う
な
批
判
を
行
い
う
る

か
を
検
討
す
る5

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
再
構
成
的
批
判
と
、
コ
ー
エ
ン
や
フ
ォ
ア
ス
ト
の
「
外
在
的
批
判
」、

ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
や
ロ
ー
テ
ィ
の
「
文
脈
主
義
的
批
判
」、
ロ
ー
ル
ズ
の
「
構
成
主
義
的
批
判
」
を
比
較
検
討
し
、
再
構
成
的
批
判
の
方
法

論
的
な
独
自
性
と
長
所
を
示
し
て
い
く
。

⑵
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
研
究
に
お
け
る
本
書
の
位
置
づ
け

　
本
書
（
第
一
章
・
第
二
章
）
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
論
形
成
を
辿
る
中
で
、
彼
が
再
構
成
的
批
判
と
い
う
方
法
論
を
練
り
上
げ
て

い
く
過
程
を
描
く
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
論
史
研
究
の
ポ
イ
ン
ト
は
大
き
く
言
う
と
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、『
認
識
と
関
心
』（
一
九
六
八

5　　序章　批判的な政治理論と批判の方法論



年
）
と
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』（
一
九
八
一
年
、
以
下
『
行
為
の
理
論
』
と
略
記
）
の
中
間
の
時
期
に
あ
た
る
七
〇
年

代
の
「
言
語
論
的
転
回
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
言
語
論
的
転
回
に
よ
っ
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
討
議
の
規
則
に
つ
い
て
の
理
論
的
議
論
を
前
景
化
し
、
理
論
の
批
判
的
役
割
は
後
景
に
退
け
ら
れ
て
し
ま
う
と

い
う
解
釈
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
（Baynes 2015, 40

│41; H
onneth 1985, 253

│254/288

│290; Ingram
 2010, 63f; M

cC
arthy 1981, 110ff; 

木
前

2014, 210ff 6

）。
こ
の
解
釈
で
は
、
精
神
分
析
を
用
い
た
治
療
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
と
し
て
「
批
判
」
を
捉
え
る
こ
と
で
、
精
神
分
析

を
議
論
の
骨
格
か
ら
退
け
る
「
転
回
」
は
、
批
判
が
理
論
の
中
心
的
位
置
か
ら
退
く
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
批

判
と
切
り
離
さ
れ
た
形
で
『
行
為
の
理
論
』
に
お
け
る
再
構
成
の
方
法
が
論
じ
ら
れ
（Benhabib 1986; G

aus 2013

）、
再
構
成
と
切
り
離

さ
れ
た
形
で
様
々
な
病
理
現
象
が
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
（Jütten 2011; 

豊
泉2000

）。

　
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
抗
し
本
書
は
、『
行
為
の
理
論
』
以
後
も
再
構
成
的
批
判
と
い
う
方
法
論
は
一
貫
し
て
保
た
れ
て
い
る
だ
け
で

な
く
、「
転
回
」
を
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
欠
陥
が
あ
っ
た
再
構
成
的
批
判
を
修
正
す
る
過
程
と
し
て
理
解
す
る
。
確
か
に
『
認
識
と
関
心
』

以
降
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
批
判
と
い
う
営
み
自
体
を
直
接
主
題
と
し
て
議
論
す
る
こ
と
を
避
け
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

再
構
成
的
批
判
と
い
う
方
法
は
、
転
回
に
よ
っ
て
精
緻
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
ポ
イ
ン
ト
は
、『
行
為
の
理
論
』
か
ら
討
議
理
論
の
形
成
を
経
て
、
そ
れ
を
民
主
主
義
理
論
に
導
入
し
た
『
事
実
性
と
妥
当
』

（
一
九
九
二
年
）
を
、
批
判
的
な
政
治
理
論
の
著
作
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。『
行
為
の
理
論
』
か
ら

『
事
実
性
と
妥
当
』
に
か
け
て
何
が
引
き
継
が
れ
、
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
議
論
で
は
、
シ
ス
テ
ム
と
生
活
世
界
と
い
う
分

析
モ
デ
ル
の
継
承
（Baxter 2011; Baynes 1995

）
や
、
法
や
権
利
の
役
割
の
変
化
（M

aus 2002; Peters 1994; 

田
畑2011；

中
野1992

）、
討

議
理
論
と
の
関
連
（Finlayson 2016; K

ettner 2002

）
な
ど
様
々
な
点
が
論
じ
ら
れ
て
い
る7

。

　
本
書
で
は
、『
事
実
性
と
妥
当
』
に
お
け
る
再
構
成
的
批
判
の
内
容
を
示
す
こ
と
で
、
こ
の
著
作
が
『
行
為
の
理
論
』
が
未
だ
に
抱
え

て
い
た
課
題
を
克
服
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
修
正
の
帰
結
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
批
判
の
方
法
論
と
い
う
点
か
ら
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が

直
面
し
た
問
題
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
本
書
で
は
六
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
、
さ
ら
に
は
そ
れ
以
降
に
か
け
て
、
彼
に
と
っ
て
の
「
批
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判
」
概
念
の
一
貫
性
を
指
摘
す
る
。

⑶
ホ
ネ
ッ
ト
研
究
に
お
け
る
本
書
の
位
置
づ
け

　
本
書
（
第
三
章
・
第
四
章
）
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
同
様
、
ホ
ネ
ッ
ト
の
理
論
形
成
を
再
構
成
的
批
判
の
展
開
と
し
て
辿
っ
て
い
く
。

こ
こ
で
は
、『
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
』（
一
九
九
二
年
）
か
ら
『
自
由
の
権
利
』（
二
〇
一
一
年
）
に
至
る
ホ
ネ
ッ
ト
の
著
作
を
、
再
構
成
的

批
判
の
形
成
史
と
し
て
理
解
で
き
る
こ
と
を
示
す
。
ホ
ネ
ッ
ト
の
理
論
史
研
究
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
以
下
に
見
る
三
つ
の
理
論
動
向
の
関
係

性
に
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
『
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
』
以
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
彼
の
承
認
論
で
あ
り
、
第
二
に
『
物
象
化
』（
二
〇
〇
五

年
）
を
中
心
に
見
ら
れ
る
「
社
会
的
病
理
」
の
理
論
で
あ
り
、
第
三
に
『
自
由
で
あ
る
こ
と
の
苦
し
み
』（
二
〇
〇
一
年
）
に
は
じ
ま
り

『
自
由
の
権
利
』
に
お
い
て
体
系
化
さ
れ
る
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
依
拠
し
た
社
会
理
論
で
あ
る
。

　
ホ
ネ
ッ
ト
を
体
系
的
に
扱
っ
た
研
究
で
は
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
形
で
あ
っ
て
も
承
認
論
、
社
会
的
病
理
論
、
社
会
理
論
に
つ
い
て
別
個
に

扱
わ
れ
る
か
（Z

urn 2015; W
ilhelm

 2018

）、『
自
由
の
権
利
』
以
前
の
議
論
に
内
在
す
る
問
題
点
を
検
討
す
る
形
で
議
論
が
進
ん
で
い
る

（D
eranty 2009; Petherbridge 2013

8

）。
こ
れ
に
対
し
本
書
で
は
、
再
構
成
的
批
判
の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
彼
の
政
治
理
論
を
分
析
す
る
こ

と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
を
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
ま
た
本
書
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
相
違
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
方
法
論
的
共
通
性
に
着
目
す
る
。
両
者
の
相
違
に
つ
い
て

は
終
章
で
論
じ
る
が
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
間
に
は
、
社
会
を
捉
え
る
上
で
用
い
る
理
論
装
置
の
違
い
や
、
感
情
の
位
置
づ
け
、

歴
史
に
つ
い
て
の
論
じ
方
の
相
違
が
あ
る
。
さ
ら
に
両
者
の
間
に
は
、
参
加
者
た
ち
が
行
う
〈
一
階
の
批
判
〉
の
実
践
を
描
く
仕
方
の
相

違
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
は
〈
一
階
の
批
判
〉
と
〈
二
階
の
批
判
〉
の
関
係
性
や
、
規
範
の
導
出
と
正
当
化
に
つ
い
て

共
通
の
方
法
論
的
特
徴
を
持
つ
。
ホ
ネ
ッ
ト
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
関
係
を
「
間
主
体
理
論
の
発
展
」
と
い
う
点
か
ら
捉
え
る
研
究
と
比
し

て
（
日
暮2008

）、
本
書
で
は
批
判
の
方
法
論
と
い
う
観
点
か
ら
両
者
の
関
係
を
捉
え
て
い
く
。

7　　序章　批判的な政治理論と批判の方法論



3
　
再
構
成
的
批
判
と
は
何
か

　
こ
こ
か
ら
は
、
本
書
の
骨
格
部
分
の
主
張
で
あ
る
再
構
成
的
批
判
が
何
で
あ
る
か
を
概
観
す
る
。
後
の
章
で
見
る
よ
う
に
、
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
は
、
そ
の
理
論
形
成
の
過
程
で
、
再
構
成
的
批
判
と
い
う
方
法
を
洗
練
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
再
構
成
的
批
判
に
つ

い
て
、
第
1
節
で
述
べ
た
三
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
批
判
の
主
体
、
批
判
の
対
象
、
批
判
の
方
法
を
め
ぐ
る
問
題
に
、
再
構
成
的
批
判
が

ど
の
よ
う
に
応
え
る
か
を
示
す
。

　
批
判
の
主
体
と
い
う
第
一
の
問
い
に
つ
い
て
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
答
え
は
、
最
終
的
に
は
参
加
者
た
ち
、
つ
ま
り
苦
境
に

陥
っ
て
い
る
当
事
者
た
ち
自
身
で
あ
る
。
理
論
な
い
し
理
論
家
が
行
う
批
判
は
、
参
加
者
た
ち
が
批
判
を
行
う
上
で
の
助
力
に
し
か
な
ら

な
い
。
社
会
の
変
革
は
、
批
判
的
な
態
度
を
取
る
参
加
者
た
ち
の
手
で
、
社
会
を
理
性
的
に
規
定
す
る
自
律
的
行
為
の
中
で
行
わ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
主
張
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
ホ
ネ
ッ
ト
も
、
参
加
者
た
ち
が
自
ら
の
苦
境
を
批

判
的
に
反
省
し
、
自
ら
の
理
性
の
力
で
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
関
心
を
持
つ
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る9

。

社
会
の
中
に
は
病
的
脅
迫
そ
の
も
の
と
一
緒
に
、
そ
れ
を
除
去
す
る
こ
と
に
対
す
る
関
心
も
ま
た
措
定
さ
れ
て
い
る
。
社
会
的
諸
制

度
の
病
理
は
、
個
人
的
意
識
の
病
理
と
同
様
に
、
言
語
な
ら
び
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
媒
体
に
定
着
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
構
造
的
な
歪
み
と
い
う
形
式
を
取
る
か
ら
、
あ
の
苦
し
み
の
圧
力
と
と
も
に
想
定
さ
れ
て
い
る
関
心
は
、
社
会
的
な

シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
も
た
だ
ち
に
啓
蒙
へ
の
関
心
で
あ
る
│
そ
し
て
反
省
は
、
こ
の
関
心
が
遂
行
さ
れ
る
唯
一
の
可
能
な
運
動
で

あ
る
（H

aberm
as 1968, 349

│350/303

10

）。

実
際
、
私
の
目
か
ら
見
て
明
ら
か
な
の
は
、
批
判
理
論
は
、
抑
圧
さ
れ
た
諸
集
団
が
い
つ
も
す
で
に
日
常
的
な
闘
争
に
お
い
て
認
知
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的
な
活
動
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
て
い
る
は
ず
の
事
柄
を
、
方
法
論
的
に
制
御
さ
れ
る
こ
と
で
獲
得
さ
れ
た
知
識
を
手
段
と
し
て
、
継

続
す
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
事
柄
と
は
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
な
解
釈
範
型
を
脱
自
然
化
し
、
そ
の
諸
集
団
を
動
機
づ
け

て
い
る
関
心
を
露
わ
に
す
る
こ
と
で
あ
る
（H

onneth 2020, 319

）。

参
加
者
た
ち
は
、
自
ら
の
苦
境
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
く
、
理
性
的
な
反
省
を
行
う
こ
と
に
対
す
る
根
本
的
な
関
心
を
有
す
る
。
参
加
者
た

ち
に
と
っ
て
批
判
と
は
、
解
放
の
た
め
に
苦
境
の
原
因
や
不
正
な
社
会
秩
序
の
改
善
策
を
反
省
す
る
実
践
で
あ
る
。
そ
う
し
た
実
践
は
、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
な
ら
ば
「
討
議
」、
ホ
ネ
ッ
ト
な
ら
ば
「
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
」
と
い
う
形
で
描
か
れ
る
。
討
議
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は

承
認
を
め
ぐ
る
社
会
闘
争
を
通
じ
て
、
参
加
者
た
ち
は
自
ら
の
苦
境
や
社
会
の
不
正
を
日
常
的
に
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
再
構
成
的
批
判
の
「
再
構
成
（R

ekonstruktion

）」
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
参
加
者
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
批
判
の
実
践
を
理
論
的

に
再
構
築
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
討
議
や
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
の
実
践
を
支
え
る
規
則
や
規
範
的
原
理
な
ど
を
、
参
加
者
の
視
点
に
立
っ
て

描
き
直
す
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
能
力
あ
る
あ
ら
ゆ
る
発
話
者
の
基
礎
に
あ
る
直
観
…
…
は
、
シ
ン
ボ
ル
的
言
明
や
表
現
の
妥
当
性
に
か
ん
す
る
一
般
的
で

必
然
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に
重
点
を
置
く
、
形
式
語
用
論
的
な
分
析
を
一
瞥
す
る
た
め
の
き
っ
か
け
を
、
と
も
か
く
与
え
て
く
れ

る
。
そ
の
さ
い
私
が
意
図
し
て
い
る
の
は
、
妥
当
な
言
明
を
生
み
出
す
と
考
え
ら
れ
、
そ
し
て
自
分
自
身
で
も
、
妥
当
な
発
言
と
そ

う
で
な
い
発
言
を
少
な
く
と
も
直
観
的
に
区
別
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
、
そ
う
し
た
言
語
能
力
お
よ
び
行
為
能
力
を
持
つ
主
体
た
ち

の
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
、
合
理
的
再
構
成
（rationale R

ekonstruktion

）
で
あ
る
（H

aberm
as 1983, 40/54

）。

そ
の
よ
う
な
批
判
手
続
き
は
、
私
が
好
む
用
語
法
で
は
「
解
釈
」
で
は
な
く
「
再
構
成
」
と
名
づ
け
る
が
、
そ
の
理
由
は
私
の
議
論

の
次
の
歩
み
で
明
確
と
な
る
。
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
、
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
与
え
ら
れ
た
社
会
（G

e-

9　　序章　批判的な政治理論と批判の方法論



sellschaft

）
の
社
会
的
（sozial

）
実
践
に
根
づ
い
た
道
徳
的
規
範
を
再
構
成
す
る
方
法
に
お
い
て
、
社
会
批
判
の
規
範
的
基
礎
に
到
達

す
る
試
み
を
意
味
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
（H

onneth 2007, 61/72

│73

）。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
ホ
ネ
ッ
ト
も
、
再
構
成
と
い
う
方
法
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
社
会
制
度
や
慣
習
を
自
律
的
に
規
定
し
な
お
す
と
い
う
参

加
者
が
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
実
践
│
討
議
と
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
│
と
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
規
則
や
規
範
と
を
描
き
出
す
。
そ

の
よ
う
に
し
て
理
論
は
、
参
加
者
た
ち
が
行
う
日
常
的
な
批
判
の
延
長
線
上
に
「
社
会
批
判
の
規
範
的
基
礎
」
を
見
出
す
。

　
し
か
し
、
彼
ら
の
理
論
は
、
後
の
章
で
論
じ
る
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
よ
う
に
、
再
構
成
を
行
う
こ
と
が
全
て
で
は
な
い
。
参
加
者
た
ち
が

行
っ
て
い
る
批
判
を
〈
一
階
の
批
判
〉
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
理
論
は
こ
の
一
階
の
批
判
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
機
能
不
全
に

陥
っ
て
い
る
現
象
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
政
治
理
論
は
、「
批
判
の
批
判
」、
あ
る
い
は

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ツ
ル
ン
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、〈
二
階
の
批
判
〉
と
も
呼
ぶ
べ
き
議
論
を
行
っ
て
い
る
（Z

urn 2011

）。

　
経
済
的
な
格
差
が
不
当
に
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
先
に
挙
げ
た
例
で
考
え
て
み
た
い
。
参
加
者
た
ち
は
、
討
議
や
社
会
闘
争
の
実
践
に

よ
っ
て
、
そ
の
格
差
を
不
正
義
と
し
て
、
す
な
わ
ち
妥
当
な
理
由
に
よ
っ
て
正
当
化
し
え
な
い
、
あ
る
い
は
そ
の
格
差
に
よ
っ
て
承
認
が

毀
損
さ
れ
た
と
し
て
批
判
す
る
（〈
一
階
の
批
判
〉）。
だ
が
、
人
び
と
が
自
ら
の
苦
境
を
自
己
責
任
で
あ
り
仕
方
な
い
と
受
け
止
め
、
批

判
を
行
う
の
を
自
ら
控
え
て
し
ま
っ
た
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
格
差
が
不
正
義
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
参
加
者
た
ち
は
そ
れ
を
社
会
の
不

正
義
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
例
に
お
い
て
理
論
は
、
自
己
責
任
論
に
よ
っ
て
〈
一
階
の
批
判
〉
が
行
き
詰
っ
て
い

る
事
態
を
分
析
し
、
批
判
を
行
う
の
で
あ
る
（〈
二
階
の
批
判
〉）。

　
ホ
ネ
ッ
ト
は
、
参
加
者
た
ち
に
よ
る
〈
一
階
の
批
判
〉
が
上
手
く
い
っ
て
い
な
い
事
態
を
指
し
て
、「
社
会
的
病
理
（soziale Patholo-

gie

）」
と
呼
ん
で
い
る
。
少
し
長
い
文
に
な
る
が
引
用
し
た
い
。

社
会
的
な
不
正
義
の
本
質
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
社
会
的
協
働
の
過
程
に
等
し
い
権
利
を
持
っ
て
参
加
す
る
た
め
の
機
会
か
ら
排
除
さ
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れ
る
か
、
そ
の
機
会
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
、
諸
々
の
不
必
要
な
状
況
に
あ
る
。
こ
の
社
会
的
な
不
正
義
と
は
異
な
っ
て
、
そ
う
し

た
諸
々
の
病
理
は
、
社
会
的
再
生
産
の
よ
り
高
い
段
階
で
効
果
を
持
ち
、
そ
の
段
階
で
は
主
要
な
行
為
シ
ス
テ
ム
や
規
範
シ
ス
テ
ム

へ
の
反
省
的
な
ア
ク
セ
ス
が
重
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
幾
人
か
、
あ
る
い
は
全
て
の
社
会
の
メ
ン
バ
ー
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的

な
原
因
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
慣
行
や
規
範
の
意
味
を
適
切
に
理
解
す
る
こ
と
が
も
は
や
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
場
合
に
は
い
つ
も
、

「
社
会
的
病
理
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
限
り
で
、
社
会
的
病
理
と
と
も
に
想
定
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な

誤
っ
た
発
展
や
障
害
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ツ
ル
ン
の
提
案
に
従
う
な
ら
「
二
階
の
障
害
」
で
あ
る
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
合
理

性
の
欠
損
と
は
、
一
階
の
も
ろ
も
ろ
の
確
信
や
慣
行
が
、
二
階
に
お
い
て
は
当
事
者
た
ち
に
、
も
は
や
適
切
に
習
得
さ
れ
る
こ
と
も
、

用
い
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
（H

onneth 2011, 157/164

）。

〈
一
階
の
批
判
〉
を
行
う
た
め
に
不
可
欠
な
規
範
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
遮
断
さ
れ
、
批
判
的
実
践
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
、
参
加

者
た
ち
は
社
会
的
病
理
に
陥
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
事
態
が
生
じ
る
要
因
と
し
て
、
先
に
見
た
自
己
責
任
論
の
よ

う
な
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
や
、
そ
の
他
諸
々
の
心
理
的
バ
イ
ア
ス
や
社
会
構
造
的
要
因
が
考
え
ら
れ
る11

。
理
論
家
は
そ
う
し
た
病
理
現
象

を
参
加
者
た
ち
に
暴
露
す
る
こ
と
（〈
二
階
の
批
判
〉）
に
よ
っ
て
、
参
加
者
た
ち
の
手
で
行
わ
れ
る
社
会
変
革
の
実
践
（〈
一
階
の
批
判
〉）

に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
再
構
成
的
批
判
と
は
、〈
一
階
の
批
判
〉
を
再
構
成
し
、
そ
の
議
論
を
も
と
に
〈
一
階
の
批
判
〉
が
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
社
会
的

病
理
の
現
象
に
対
し
て
〈
二
階
の
批
判
〉
を
行
う
、
そ
の
た
め
の
方
法
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
参
加
者
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
再
構
成

と
、
理
論
的
な
病
理
分
析
を
関
係
づ
け
る
方
法
論
で
あ
る
。
理
論
家
の
〈
二
階
の
批
判
〉
は
、
参
加
者
た
ち
の
手
で
行
う
社
会
の
自
律
的

な
組
織
化
や
理
性
的
な
自
己
反
省
、
す
な
わ
ち
〈
一
階
の
批
判
〉
を
後
押
し
す
る
。
こ
の
点
で
、
社
会
を
自
ら
の
手
で
変
革
す
る
行
為
は
、

最
終
的
に
参
加
者
た
ち
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
の
問
題
、
す
な
わ
ち
批
判
の
対
象
は
、
一
階
と
二
階
の
批
判
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。〈
一
階
の
批
判
〉
を
行
う
参
加
者
た

11　　序章　批判的な政治理論と批判の方法論



ち
は
不
正
義
や
苦
境
を
批
判
の
対
象
と
し
、〈
二
階
の
批
判
〉
を
行
う
理
論
家
は
社
会
的
病
理
を
批
判
の
対
象
と
す
る
。
だ
が
、
こ
う
し

た
描
き
方
は
、
参
加
者
と
理
論
家
の
間
に
著
し
く
非
対
称
的
な
認
識
能
力
を
想
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
批
判
理
論
は
、
無
知
な
参
加

者
と
啓
蒙
す
る
理
論
家
と
い
う
権
威
主
義
的
な
図
式
を
導
入
し
、
批
判
の
主
体
を
こ
の
二
者
へ
と
実
体
化
、
固
定
化
す
る
こ
と
に
な
ら
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
に
対
し
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
理
論
家
は
政
治
的
特
権
を
持
つ
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
理
論
家
の
権
威
は
、

最
終
的
に
参
加
者
た
ち
が
〈
二
階
の
批
判
〉
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

批
判
は
自
ら
の
適
用
連
関
を
予
期
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
伝
統
的
理
論
と
呼
ん
だ
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
批

判
は
、
自
ら
の
妥
当
要
求
が
、
啓
蒙
の
う
ま
く
い
っ
て
い
る
過
程
の
中
で
の
み
、
す
な
わ
ち
当
事
者
た
ち
の
実
践
的
討
議
の
中
で
の

み
満
た
さ
れ
う
る
と
自
覚
し
て
い
る
（H

aberm
as 1971, 10/564

│565

）。

〈
二
階
の
批
判
〉
が
病
理
現
象
を
正
し
く
記
述
で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
参
加
者
た
ち
の
視
点
か
ら
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

で
あ
っ
た
時
、
理
論
は
妥
当
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
批
判
理
論
は
、
参
加
者
の
頭
上
で
社
会
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
特
権
を
標
榜
し
て

は
な
ら
ず
、
参
加
者
た
ち
の
〈
一
階
の
批
判
〉
と
自
己
反
省
に
貢
献
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
参
加
者
が
理
論
家
と
同
じ
視
点

に
立
つ
こ
と
が
で
き
、〈
一
階
の
批
判
〉
と
〈
二
階
の
批
判
〉
の
区
別
が
無
く
な
る
時
に
、
理
論
は
実
践
的
意
義
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。

レ
イ
モ
ン
ド
・
ゴ
イ
ス
が
論
じ
た
よ
う
に
、
参
加
者
た
ち
に
よ
る
批
判
の
「
反
省
的
受
容
可
能
性
」
こ
そ
が
、
批
判
理
論
に
お
け
る
妥
当

性
の
指
標
で
あ
る
（G

euss 1981, 63

）。

　
そ
れ
で
も
、
理
論
家
は
病
理
を
認
識
で
き
、
参
加
者
は
そ
れ
を
認
識
で
き
な
い
と
い
う
想
定
、
つ
ま
り
両
者
の
認
識
能
力
の
非
対
称
性

と
い
う
問
題
は
残
り
続
け
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
対
し
再
構
成
的
批
判
は
、
理
論
家
と
参
加
者
の
間
に
は
自
律
的
な
反
省
能
力
の
違

い
が
あ
る
と
想
定
し
な
い
。
む
し
ろ
、
ツ
ェ
リ
カ
テ
ス
が
述
べ
る
よ
う
に
、
参
加
者
は
自
ら
の
苦
境
を
解
釈
し
て
公
共
的
に
分
節
化
し
、
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そ
の
原
因
を
知
り
、
改
善
に
向
け
た
手
段
を
講
ず
る
「
潜
在
的
」
な
能
力
を
理
論
家
と
対
等
に
有
す
る
（C

elikates 2009, 168

│173

）。
社

会
的
病
理
と
は
、
社
会
構
造
的
な
作
用
に
よ
っ
て
、
苦
境
の
原
因
や
改
善
手
段
に
つ
い
て
の
社
会
的
な
知
識
が
欠
如
し
、
参
加
者
た
ち
が

批
判
の
能
力
を
発
揮
で
き
な
い
で
い
る
状
況
で
あ
る
。〈
二
階
の
批
判
〉
は
、
あ
る
種
の
知
的
な
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
と
し
て
、〈
一
階
の

批
判
〉
を
行
う
た
め
の
能
力
を
「
顕
勢
化
」
す
る
の
で
あ
る
。
参
加
者
は
反
省
能
力
の
点
で
本
質
的
に
劣
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
構
造
的
な
制
約
を
受
け
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
参
加
者
と
理
論
家
の
関
係
は
固
定
的
な
も
の
で

は
な
く
、
流
動
的
な
も
の
に
な
る
。
批
判
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
「
コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
・
レ
イ
ジ
ン
グ
（
意
識
高
揚
運
動
）」
の
よ

う
に
、
苦
境
を
不
正
義
と
し
て
言
語
化
し
、
そ
の
原
因
を
見
定
め
、
改
善
策
を
提
案
す
る
た
め
の
知
的
な
協
働
実
践
と
し
て
捉
え
ら
れ
う

る12

。
　
ホ
ネ
ッ
ト
も
ま
た
、
参
加
者
が
理
論
家
と
対
等
な
反
省
能
力
を
有
す
る
と
考
え
る
。
参
加
者
た
ち
は
、
自
分
の
苦
境
や
苦
痛
を
う
ま
く

分
節
化
す
る
た
め
の
知
識
や
言
語
を
持
た
な
い
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
ら
の
理
性
的
な
能
力
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
、
否
定

的
な
感
情
を
経
験
す
る
か
ら
で
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
と
同
様
に
批
判
理
論
に
お
い
て
も
ま
た
、
苦
悩
に
は
「
自
我
の
﹇
能
力
の
﹈
喪
失
」
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

感
覚
が
表
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
か
ら
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
い
た
る
ま
で
批
判
理
論
を
導
い
て
い
る

の
は
、
社
会
的
な
合
理
性
の
病
理
は
、
と
り
わ
け
合
理
的
な
能
力
の
喪
失
と
い
う
痛
み
を
伴
う
経
験
に
表
れ
る
侵
害
を
引
き
起
こ
す

と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
る
（H

onneth 2007, 52/62

、﹇ 

﹈
は
原
文
）

例
え
ば
先
に
見
た
よ
う
に
、
参
加
者
た
ち
は
経
済
格
差
を
甘
受
し
、
格
差
を
不
正
義
と
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
れ

で
も
格
差
や
そ
れ
を
自
ら
の
手
で
改
善
で
き
な
い
現
実
は
、
参
加
者
に
否
定
的
な
感
情
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
支
配
的
な
自

己
責
任
論
を
受
け
容
れ
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
言
説
が
不
在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
参
加
者
た
ち
は
ど
こ
か
で
違
和
感
や
苦
痛
を
経
験
す
る
。

13　　序章　批判的な政治理論と批判の方法論



そ
し
て
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
参
加
者
は
そ
の
否
定
的
感
情
を
表
現
す
べ
く
「
理
性
の
完
成
へ
の
関
心
」（H

onneh 2007, 55/66

）
を
保
ち

続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
で
参
加
者
は
、
潜
在
的
に
理
論
家
と
対
等
な
能
力
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
第
三
の
問
題
と
し
て
、
再
構
成
的
批
判
は
規
範
的
か
つ
記
述
的
な
議
論
を
用
い
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
は
、
参
加
者
が
日
常

的
に
行
っ
て
い
る
〈
一
階
の
批
判
〉
の
実
践
│
討
議
や
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
│
と
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
規
範
を
再
構
成
す
る
。
後

の
章
で
見
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
規
範
は
、
討
議
の
原
理
や
承
認
の
原
理
と
い
う
形
で
描
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
規
範
的
原
理
は
、
日
常
的

な
批
判
の
実
践
が
正
常
に
生
じ
て
い
る
社
会
状
態
を
表
現
し
て
い
る
と
同
時
に
、
実
践
の
参
加
者
に
と
っ
て
の
不
正
の
意
味
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。

　
例
え
ば
討
議
の
原
理
に
従
う
な
ら
ば
、
社
会
制
度
や
慣
習
の
正
し
さ
が
参
加
者
た
ち
に
と
っ
て
疑
わ
し
い
と
感
じ
ら
れ
た
時
に
は
、
納

得
で
き
る
理
由
を
挙
げ
て
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
原
理
は
、
討
議
と
い
う
実
践
│
理
由
を
挙
げ
て
正
当
化
を
行
う
こ
と

│
を
構
成
す
る
規
則
で
あ
る
と
同
時
に
、
不
正
義
と
は
妥
当
な
理
由
に
よ
っ
て
正
当
化
し
え
な
い
社
会
制
度
や
慣
習
で
あ
る
こ
と
を
表

現
し
て
い
る
。
同
様
に
承
認
の
原
理
は
、
親
密
な
関
係
、
平
等
な
法
的
関
係
、
社
会
的
価
値
評
価
と
い
っ
た
社
会
関
係
の
中
で
、
各
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
適
切
に
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
原
理
は
、
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
と
い
う
批
判
的
実
践
を
構

成
す
る
規
則
で
あ
り
、
不
正
義
と
は
適
切
に
承
認
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
い
う
期
待
が
裏
切
ら
れ
る
事
態
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い

る
。

　
再
構
成
的
批
判
は
、
こ
う
し
た
〈
一
階
の
批
判
〉
の
実
践
や
原
理
を
再
構
成
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
実
践
が
社
会
的
病
理
に
よ
っ
て
機

能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
状
況
を
記
述
的
に
分
析
し
、
参
加
者
た
ち
に
対
し
て
〈
二
階
の
批
判
〉
を
試
み
る
。〈
二
階
の
批
判
〉
は
、
不
正

が
生
じ
て
い
る
事
態
、
す
な
わ
ち
妥
当
な
理
由
に
よ
っ
て
正
当
化
し
え
な
い
社
会
制
度
が
存
在
す
る
か
、
参
加
者
た
ち
が
適
切
に
承
認
さ

れ
て
い
な
い
事
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
討
議
や
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
と
い
っ
た
〈
一
階
の
批
判
〉
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
の
批
判
は
、
あ
る
社
会
の
う
ち
で
暗
黙
の
う
ち
に
既
に
主
体
た
ち
の
価
値
特
性
に
対
す
る
反
応
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
承
認
の
諸
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規
範
を
再
構
成
す
る
が
、
そ
れ
は
批
判
の
名
宛
人
と
や

り
と
り
す
る
な
か
で
、
事
実
と
し
て
今
あ
る
実
践
や
社

会
秩
序
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
実
行
に
移
さ
れ
て
い
る
こ

の
諸
々
の
理
念
と
、
い
か
な
る
点
に
お
い
て
矛
盾
し
て

い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
（H

onneth 

2003b, 340/279

）。

理
論
家
は
、〈
一
階
の
批
判
〉
の
実
践
を
構
成
す
る
原
理
を

基
準
と
し
て
、
そ
の
実
践
が
正
常
に
生
じ
て
い
な
い
事
態
で

あ
る
社
会
的
病
理
を
明
ら
か
に
す
る
。
つ
ま
り
、
参
加
者
の

直
観
や
日
常
実
践
に
内
在
す
る
規
範
を
根
拠
と
し
て
、
そ
の

規
範
が
実
現
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
矛
盾
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
し
て
ま
た
理
論
家
は
、
社
会
的
病
理
が
い
か
な
る
原
因
で

生
ま
れ
て
き
た
か
、
そ
し
て
な
ぜ
そ
の
事
態
が
適
切
に
認
知

さ
れ
て
い
な
い
か
を
記
述
す
る
こ
と
で
、
参
加
者
た
ち
の
手

で
行
わ
れ
る
批
判
と
社
会
変
革
の
実
践
に
貢
献
し
よ
う
と
す

る
。
再
構
成
的
批
判
と
い
う
方
法
を
図
式
的
に
説
明
す
る
な

ら
ば
、
図
1
の
よ
う
に
な
る
。

　
再
構
成
的
批
判
は
、
参
加
者
た
ち
に
よ
る
批
判
的
な
日
常

実
践
に
着
目
し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
規
範
的
理
念
を
再
構
成
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図 1　再構成的批判の方法

・ ・

日常実践＝
一階の批判

実践（参加者視点）

批判の受容

規範的理念
を定式化

理論（理論家視点）

社会的
病理の分析二階の批判

再構成

ハーバーマス：討議による社会変革
ホネット：承認をめぐる闘争を通じた社会変革

討議や承認が「正常に」
起こっている社会状態

・ ・ ・
討議や承認が「正常に」起こっ
ていない社会状態の特徴



す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
理
論
家
は
、
そ
の
実
践
が
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
状
態
、
す
な
わ
ち
社
会
的
病
理
を
分
析
す
る
。
そ
の

上
で
理
論
家
は
、
理
論
的
記
述
と
再
構
成
さ
れ
た
規
範
的
理
念
を
基
準
と
し
て
、〈
一
階
の
実
践
〉
の
障
害
を
批
判
す
る
。
参
加
者
た
ち

が
理
論
家
視
点
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
理
論
家
と
参
加
者
と
の
間
の
認
識
能
力
の
非
対
称
性
が
解
消
さ
れ
た
時
に
、

社
会
的
病
理
は
克
服
さ
れ
う
る
。
そ
う
し
て
ま
た
、
参
加
者
た
ち
は
〈
一
階
の
批
判
〉
を
正
常
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、

こ
う
し
た
再
構
成
的
批
判
の
図
式
は
理
念
的
な
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
は
参
加
者
と
理
論
家
の
視
点
を
厳
密
に
区
別
し
て
実
体
化
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
両
者
の
能
力
の
非
対
称
性
は
決
し
て
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、〈
一
階
の
批
判
〉
と

〈
二
階
の
批
判
〉
の
違
い
は
流
動
的
な
も
の
と
な
り
う
る
。

　
以
上
が
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
政
治
理
論
が
再
構
成
的
批
判
と
い
う
方
法
論
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
本
書
の
骨
格
部
分
の

主
張
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
結
論
を
先
取
り
し
、
概
略
と
し
て
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
主
張
を
論
証
す
る
た
め
に
、

本
書
の
第
Ⅰ
部
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
諸
々
の
著
作
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
彼
ら
の
再
構
成
的
批
判
と
理
論
形
成
を

辿
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

4
　
本
書
の
射
程

　
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
批
判
の
概
念
に
着
目
す
る
本
書
は
、
方
法
論
研
究
と
政
治
理
論
研
究
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
彼
ら
の
思
想
を
歴
史
的
、
人
物
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
思
想
史
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
、
本
書
の
主
た
る
目
的
で
は

な
い
。
例
え
ば
、
ア
ド
ル
ノ
や
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
批
判
理
論
と
の
連
続
性
か
ら
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
や
ホ
ネ
ッ
ト
を
読
解
す
る
研
究
、
あ
る

い
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
治
的
、
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト

│
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
、
左
派
に
よ
る
社
会
運
動
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
等

│
あ
る
い
は
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
」
の
人
間
関
係
か
ら
両
者
の
思
想
形
成
を
論
じ
る
こ
と
は
、
本
書
の
目
的
で
は
な
い13

。

　
だ
が
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
理
解
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
が
社
会
的
病
理
を
分
析
す
る
際
に
関
わ
っ
て
く
る
。
社
会
的
病
理
を
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分
析
す
る
た
め
に
は
、
例
え
ば
福
祉
国
家
の
拡
大
と
新
自
由
主
義
的
改
革
に
よ
る
そ
の
解
体
、
さ
ら
に
は
彼
ら
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
い

る
近
代
の
資
本
主
義
社
会
そ
れ
自
体
の
あ
り
方
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
書
は
理
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
る
も
の
の
、

批
判
の
対
象
を
考
察
す
る
際
に
彼
ら
の
理
論
の
背
景
と
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
着
目
す
る
こ
と
に
な
る
。

5
　
本
書
の
構
成

　
本
書
の
主
張
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
が
再
構
成
的
批
判
を
用
い
た
理
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら
の
政
治
理
論

の
独
自
性
と
長
所
を
他
の
政
治
理
論
と
の
比
較
か
ら
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
主
張
は
前
半
部
分
と
後
半
部
分
に
分
か
れ
る
。
前
半
部

分
は
、
批
判
を
め
ぐ
る
諸
々
の
課
題
に
応
答
し
よ
う
と
し
て
い
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
理
論
形
成
を
著
作
ご
と
に
辿
る
と
い
う
、

研
究
史
的
文
脈
に
関
わ
る
（
第
Ⅰ
部
第
一
章
〜
第
四
章
）。
そ
し
て
後
半
部
分
は
、
再
構
成
的
批
判
と
い
う
方
法
論
を
用
い
た
批
判
的
な
政

治
理
論
が
他
の
政
治
理
論
と
比
較
し
て
よ
り
優
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
と
い
う
、
政
治
理
論
的
な
文
脈
に
関
わ
る
（
第
Ⅱ
部

第
五
章
〜
第
八
章
）。

　
第
一
章
・
第
二
章
で
は
、
初
期
か
ら
現
在
に
至
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
著
作
を
、
再
構
成
的
批
判
の
形
成
過
程
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
す

る
。
第
一
章
で
は
、
六
〇
年
代
に
書
か
れ
た
『
認
識
と
関
心
』
か
ら
『
行
為
の
理
論
』
に
至
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
再
構
成
的
批
判
の
確
立

過
程
を
見
る
。『
認
識
と
関
心
』
で
は
、〈
一
階
の
批
判
〉
の
実
践
も
、〈
二
階
の
批
判
〉
を
行
う
た
め
の
規
範
的
基
準
も
、
社
会
的
病
理

に
つ
い
て
の
仮
説
も
、
十
分
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、『
行
為
の
理
論
』
に
至
る
過
程
の
中
で
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
語

用
論
的
規
則
の
分
析
に
よ
っ
て
〈
一
階
の
批
判
〉
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
践
と
し
て
理
論
化
し
、
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
を
部
分
的

に
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
病
理
の
理
論
を
形
成
す
る
。

　
第
二
章
で
は
、『
事
実
性
と
妥
当
』
を
中
心
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
再
構
成
的
批
判
の
展
開
を
辿
る
。
彼
は
討
議
理
論
を
展
開
す
る
こ
と

で
語
用
論
的
諸
規
則
の
規
範
性
を
正
当
化
し
、
そ
れ
ら
の
規
則
を
法
的
に
制
度
化
す
る
た
め
の
条
件
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
、『
事
実
性
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と
妥
当
』
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
に
向
か
っ
て
い
く
。
批
判
の
方
法
論
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
彼
の
「
熟
議
」
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
も
ま

た
再
構
成
的
批
判
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
第
三
章
・
第
四
章
で
は
、
八
〇
年
代
か
ら
現
在
に
至
る
ホ
ネ
ッ
ト
の
著
作
を
再
構
成
的
批
判
の
形
成
過
程
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
す
る
。

第
三
章
で
は
、
承
認
論
と
社
会
的
病
理
論
を
中
心
に
、
ホ
ネ
ッ
ト
に
よ
る
再
構
成
的
批
判
の
確
立
過
程
を
見
る
。
一
方
で
彼
は
、『
承
認

を
め
ぐ
る
闘
争
』
を
は
じ
め
と
し
た
承
認
論
で
〈
一
階
の
批
判
〉
に
つ
い
て
の
理
論
を
形
成
し
て
い
る
。
参
加
者
た
ち
が
行
う
〈
一
階
の

批
判
〉
は
、
承
認
が
毀
損
さ
れ
た
経
験
を
き
っ
か
け
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
抵
抗
運
動
と
し
て
描
か
れ
る
。
さ
ら
に
、『
物
象
化
』
を
は
じ

め
と
し
た
社
会
的
病
理
論
で
は
、〈
二
階
の
批
判
〉
に
つ
い
て
の
分
析
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
知
覚
の
歪
み
や
資
本
主
義
経
済
の
作
用

に
よ
っ
て
、
い
か
に
し
て
〈
一
階
の
批
判
〉
が
封
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
か
が
分
析
さ
れ
る
。

　
第
四
章
で
は
、『
自
由
の
権
利
』
を
中
心
に
ホ
ネ
ッ
ト
の
再
構
成
的
批
判
の
展
開
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
ホ
ネ
ッ
ト
は
、
近
代
の
社
会

進
化
の
過
程
を
歴
史
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
承
認
関
係
の
発
展
や
社
会
的
病
理
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た

承
認
論
と
社
会
的
病
理
論
を
統
合
す
る
形
で
再
構
成
的
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
本
章
で
は
ホ
ネ
ッ
ト
が
『
自
由
の
権
利
』
を
描
い
た
背

景
を
論
じ
た
上
で
、
彼
の
〈
二
階
の
批
判
〉
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
植
民
地
化
批
判
を
承
認
論
的
に
発
展
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
こ
と
を

論
じ
る
。

　
第
Ⅱ
部
で
は
、
政
治
理
論
の
論
争
の
中
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
再
構
成
的
批
判
を
位
置
づ
け
る
。
第
五
章
で
は
、
彼
ら
の
再

構
成
的
批
判
が
政
治
理
論
と
し
て
有
す
る
独
自
性
と
長
所
を
示
す
。
こ
こ
で
は
、
政
治
理
論
は
「
正
当
化
可
能
性
」
と
「
実
現
可
能
性
」

を
示
す
た
め
の
方
法
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
が
参
照
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
批
判
の
規
範
的
基
礎
の
正

当
化
可
能
性
、
そ
し
て
批
判
が
受
容
さ
れ
て
実
践
（
実
現
）
さ
れ
る
可
能
性
と
い
う
点
か
ら
、
様
々
な
政
治
理
論
を
批
判
の
方
法
論
と
し

て
区
分
す
る
。
そ
の
上
で
、
コ
ー
エ
ン
と
フ
ォ
ア
ス
ト
の
「
外
在
的
批
判
」、
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
と
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
の
「
文
脈
主

義
的
批
判
」、
ロ
ー
ル
ズ
の
「
構
成
主
義
的
批
判
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
再
構
成
的
批
判
と
比
較
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
再
構
成
的
批
判
が

正
当
化
可
能
性
と
実
現
可
能
性
の
点
で
、
他
の
批
判
の
方
法
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
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第
六
章
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
再
構
成
的
批
判
に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
た
異
論
に
応
答
す
る
。
再
構
成
的
批
判
に
対
し
て

は
、
K
・
O
・
ア
ー
ペ
ル
、
エ
イ
ミ
ー
・
ア
レ
ン
ら
に
よ
っ
て
、
根
拠
づ
け
の
不
十
分
さ
や
西
洋
中
心
主
義
へ
の
暗
黙
の
依
拠
と
い
っ
た
、

正
当
化
可
能
性
を
め
ぐ
る
異
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
点
に
対
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
正
当
化
の
議
論
を
詳
細

に
検
討
し
、
応
答
を
試
み
る
。
こ
こ
で
は
両
者
が
と
も
に
、
道
徳
的
な
規
範
の
再
構
成
、
経
験
的
な
理
論
、
さ
ら
に
は
批
判
の
名
宛
人
と

の
間
で
の
「
整
合
説
」
な
正
当
化
の
方
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ア
ー
ペ
ル
や
ア
レ
ン
の
異
論
に
応
答
で
き
る
こ
と
を
示

す
。

　
第
七
章
・
第
八
章
で
は
、
両
者
が
個
別
に
行
っ
た
政
治
理
論
論
争
を
扱
う
。
第
七
章
で
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ロ
ー
ル
ズ
の
間
で
行
わ
れ

た
論
争
を
方
法
論
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
で
、
両
者
が
互
い
の
理
論
を
「
誤
読
」
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
論
争
に

生
産
的
な
意
義
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ロ
ー
ル
ズ
は
、
互
い
を
権
威
主
義
的
な
哲
学
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム

に
陥
っ
て
い
る
と
非
難
し
て
い
る
が
、
方
法
論
的
に
見
る
と
、
両
者
の
非
難
は
と
も
に
誤
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
は
、
ロ
ー
ル
ズ
と
の
論
争
の
結
果
、
自
身
の
理
論
に
哲
学
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
余
地
を
残
さ
ぬ
よ
う
に
、
理
論
と
実
践
の
関
係
を

め
ぐ
る
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。

　
第
八
章
で
は
、
ホ
ネ
ッ
ト
と
フ
レ
イ
ザ
ー
の
間
で
行
わ
れ
た
論
争
を
取
り
上
げ
、
両
者
の
方
法
論
の
相
違
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
「
再
分

配
」
と
「
承
認
」
が
異
な
る
仕
方
で
捉
え
ら
れ
る
か
を
検
討
す
る
。
主
に
概
念
分
析
の
方
法
を
用
い
る
フ
レ
イ
ザ
ー
は
、
再
分
配
と
承
認

を
「
参
加
の
平
等
」
と
い
う
根
本
規
範
を
実
現
す
る
二
つ
の
条
件
と
し
て
分
析
す
る
。
こ
れ
に
対
し
ホ
ネ
ッ
ト
は
、〈
一
階
の
批
判
〉
の

本
質
的
な
構
成
要
素
と
し
て
承
認
を
捉
え
て
い
る
。
本
章
で
は
両
者
の
論
争
が
方
法
論
の
次
元
に
お
い
て
す
れ
違
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

両
者
が
互
い
の
指
摘
を
受
け
て
理
論
を
発
展
さ
せ
、
資
本
主
義
に
対
抗
的
な
政
治
理
論
を
描
こ
う
と
共
闘
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。

　
終
章
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
間
に
あ
る
相
違
点
を
挙
げ
、
そ
れ
を
ど
う
評
価
で
き
る
か
を
考
察
す
る
。
本
書
は
両
者
が

再
構
成
的
批
判
と
い
う
共
通
の
方
法
論
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
を
手
が
か
り
に
、
基
本
的
に
は
そ
の
共
通
性
に
着
目
す
る
。
だ
が
終
章
で

は
、
両
者
の
相
違
を
「
感
情
と
倫
理
の
位
置
づ
け
」「
社
会
進
化
論
の
位
置
づ
け
」
と
い
う
点
か
ら
分
析
し
、
両
者
の
理
論
の
長
所
や
短
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所
に
つ
い
て
個
別
に
評
価
を
行
う
。

注
1
　
批
判
概
念
へ
の
思
想
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
カ
ン
ト
に
つ
い
て
は
（M

cQ
uillan 2012

）
を
、
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
は
（Stahl 2016

）
を
、

批
判
理
論
に
お
け
る
批
判
概
念
を
論
じ
た
思
想
史
研
究
と
し
て
は
（Jaeggi und W

esche 2009; Schw
eppenhäuser 1996

）
を
参
照
。

2
　
最
初
に
「
再
構
成
的
批
判
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
は
、
ホ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。
彼
は
「
系
譜
学
的
態
度
留
保
の
下
で
の
再
構
成
的
批
判
」
と
い

う
論
文
の
中
で
、「
本
質
的
に
、
与
え
ら
れ
た
社
会
秩
序
に
お
い
て
既
に
な
ん
ら
か
の
形
態
を
持
っ
て
い
る
原
理
か
理
想
の
み
が
、
社
会
批
判
の
正

当
な
源
泉
と
し
て
妥
当
す
る
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
再
構
成
的
批
判
と
呼
ん
で
い
る
（H

onneth 2007, 61/73

）。
た
だ
し
、
本
書
で
は
ホ
ネ
ッ
ト

の
考
え
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
、
以
下
で
見
る
よ
う
に
理
論
と
実
践
の
関
係
か
ら
再
構
成
的
批
判
を
定
式
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
多
く
の
論
者
は
ウ

ォ
ル
ツ
ァ
ー
ら
「
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
」
に
よ
る
批
判
と
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
や
ホ
ネ
ッ
ト
の
再
構
成
的
な
批
判
と
を
区
別
す
る
カ
ウ
ピ
ネ
ン
の

議
論
を
参
照
し
て
い
る
（K

auppinen 2002
）。
カ
ウ
ピ
ネ
ン
に
よ
る
整
理
に
つ
い
て
は
、
田
畑
（2019

）
も
参
照
。

3
　「
内
在
的
批
判
」
と
い
う
言
葉
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
由
来
す
る
概
念
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
（Benhabib 1986

）。
そ
れ
は
、
社
会
に

内
在
す
る
理
性
が
、
社
会
制
度
と
の
矛
盾
を
解
消
す
る
中
で
徐
々
に
実
現
し
て
い
く
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
埋

め
込
ま
れ
た
参
加
者
た
ち
の
批
判
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
不
正
が
乗
り
越
え
ら
れ
、
社
会
が
道
徳
的
に
進
化
し
て
い
く
。
理
論
家
に
よ
る
批
判
も
ま

た
、
そ
う
し
た
過
程
の
一
部
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
内
在
的
批
判
」
は
ま
た
「
内
側
か
ら
の
超
越
（T

ranszendenz von innen

）」

と
も
呼
ば
れ
る
（A

llen 2007; C
ooke 2006; Strydom

 2011

）。
内
在
的
批
判
と
同
じ
く
、
内
側
か
ら
の
超
越
も
ま
た
、
社
会
を
変
革
し
現
状
の
不
正

義
や
病
理
を
乗
り
越
え
る
解
放
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
私
た
ち
の
社
会
の
内
側
に
見
出
そ
う
と
す
る
。
こ
の
点
に
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
言
及
し
て
い
る
。

「
不
可
避
の
理
想
化
と
い
う
枠
組
み
は
、
自
ら
の
結
果
に
対
し
て
批
判
的
に
向
け
ら
れ
る
、
自
己
を
超
越
し

0

0

0

う
る
事
実
的
了
解
実
践
の
反
事
実
的
基

礎
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
理
念
と
現
実
と
の
緊
張
関
係
は
、
言
語
的
に
構
造
化
さ
れ
た
生
活
形
式
の
事
実
性
そ
の
も
の
に
入
り
込
む
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
的
日
常
実
践
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
理
想
化
を
お
こ
な
う
諸
前
提
は
過
剰
な
負
担
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
内
世
界
的
超
越
（innter-

w
eltliche T

ranszendenz

）
に
照
ら
し
て
の
み
、
学
習
過
程
は
実
施
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
」（H

aberm
as 1992, 18

│19/

上20

、
強
調
は
原
文
）。

　　20


