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Ⅰ 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
「
境
界
」
を
め
ぐ
る
問
い

Ｍ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
一
九
一
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
ド
イ
ツ
社
会
学
会
大
会
に
お
け
る
会
務
報
告
で
、
同
学
会
が
取
り
組
む
べ
き

喫
緊
の
課
題
と
し
て
新
聞
の
社
会
学
的
研
究
を
挙
げ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
そ
の
課
題
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
新
聞
研
究
に

お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
設
問
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
こ
う
で
す
。
第
一
、
新
聞
は
現
代
の
人
間
に
そ
の
特
徴
を
き
ざ
み
つ
け
る
の
に
い
か
な
る

寄
与
を
な
す
か
。
第
二
、
客
観
的
な
超
個
人
的
文
化
財
（die objektiven überindividuellen K

ulturgüter

）
は
い
か
に
影
響
さ
れ
る
か
」
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（W
eber 2016: 274=1982: 222

））
1
（

。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
「
客
観
的
な
超
個
人
的
文
化
財
」
と
い
う
言
葉
に
ど
の
よ
う
な
含
み
を
持
た
せ
た
か
は

興
味
深
い
点
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
問
題
設
定
に
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
社
会
的
な
信
念
・
知
識
の
形
成
に
ど
の
よ
う
に
関
与

し
、
そ
れ
が
同
時
代
の
社
会
を
ど
の
よ
う
に
形
づ
く
っ
て
い
る
の
か
に
対
す
る
強
い
関
心
が
み
て
と
れ
る
。
本
稿
の
最
終
的
な
関
心
も
ま

た
、
社
会
的
な
信
念
・
知
識
を
形
成
す
る
現
代
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
に
迫
る
こ
と
に
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
に
迫
る
う
え
で
不
可
避
の
登
攀
路
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
象
徴
的
な
人
物
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
新
聞
王
ノ
ー
ス
ク
リ
フ
卿
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
二
〇

世
紀
初
頭
は
新
聞
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
社
会
学
会
で
新
聞
研
究
の
重
要
性
を
訴
え
た
わ
け
だ
が
、
そ
の

後
、
第
一
次
大
戦
を
経
て
ラ
ジ
オ
放
送
が
、
第
二
次
大
戦
後
に
は
テ
レ
ビ
放
送
が
開
始
さ
れ
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
が
活
況
を
呈
す
る
時
代
が

訪
れ
る
。
現
在
で
は
、
そ
れ
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
加
わ
り
、
報
道
各
社
は
自
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
、
ソ
ー
シ
ャ
ル

メ
デ
ィ
ア
の
ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら
ニ
ュ
ー
ス
を
配
信
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
報
道
活
動
を
担
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
多
様
化
す
る
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
の
技
術
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、
現
在
で
も
「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
」
と
い
う
言
葉

は
、
し
ば
し
ば
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
同
義
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
者
を
中
心
に
、
メ
デ
ィ
ア

技
術
と
は
切
り
離
し
、
社
会
的
な
使
命
、
役
割
の
観
点
か
ら
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
定
義
す
る
視
点
も
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

K
ovach and Rosenstiel 

（2001=2002: 13

）
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
果
た
す
べ
き
は
、「
市
民
の
自
由
、
そ
し
て
自
治
に
必
要
な
情
報

を
市
民
に
提
供
す
る
こ
と
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
根
津
（2019: 2
）
に
よ
れ
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
は
「
報
道
・
論
評
と
そ
れ

が
発
表
さ
れ
る
時
事
的
な
言
論
の
場
で
あ
る
」。
前
者
の
視
点
は
、
自
由
な
市
民
社
会
の
発
展
に
貢
献
す
る
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の

社
会
的
な
役
割
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
市
民
の
自
由
を
守
る
た
め
に
政
府
を
監
視
す
る
と
い
う
「
ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
」
の
役
割
も
ま
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た
そ
こ
に
含
意
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
後
者
の
視
点
は
、
社
会
的
に
重
要
な
時
事
的
問
題
に
つ
い
て
報
道
し
、
論
評
す
る
と

い
う
点
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
特
質
を
み
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
技
術
を
使
っ
て
社
会
に
広
く
情
報
を
伝
え
る
「
メ
デ
ィ
ア
人
」
と
し
て
の
側
面

と
社
会
の
な
か
で
独
自
の
役
割
を
果
た
す
「
職
業
人
」
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
二
つ
の
側
面
が

か
な
り
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
も
っ
と
も
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
の
が
「
報
道
」
と
い
う
営
み
で
あ
る
。

「
報
道
」
と
は
、
社
会
的
に
（
例
え
ば
、
市
民
の
自
由
や
安
全
を
守
る
た
め
に
）
重
要
な
時
事
的
問
題
を
広
く
一
般
に
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
現
在
、
こ
の
こ
と
は
、
技
術
的
な
可
能
性
と
い
う
点
か
ら
み
た
と
き
、
か
な
ら
ず
し
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
独
壇
場
と
は
い
え
な

く
な
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
ー
ビ
ス
を
用
い
る
一
般
市
民
の
情
報
収
集
・
拡
散
力
が
高
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
も
包
摂
す
る
現
代
の
巨
大
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
状
況

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
不
可
分
の
も
の
に
し
て
い
る）

2
（

。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
る
「
報
道
」
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
ユ
ー
ザ
ー
に
よ
る
情
報
の
「
拡
散
」

は
い
か
な
る
点
で
区
別
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
社
会
の
な
か
で
行
わ
れ
る
他
の
営
み

と
区
別
し
、
独
自
の
も
の
た
ら
し
め
る
「
境
界
」
の
問
題
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
な
か
で
も
、
こ
の
よ
う
な
問
い
に
き
わ
め

て
自
覚
的
、
か
つ
体
系
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
シ
ス
テ
ム
論
の
視
点
か
ら
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
理
論
を
展
開
し
た

研
究
者
た
ち
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
領
域
で
は
、
一
部
の
先
駆
的
な
業
績
は
一
九
六
〇
年
代
に
ま
で
遡
る
が
（
例
え
ば
、

Rühl

（1969a, 1969b

））、
特
に
一
九
九
〇
年
代
に
、
シ
ス
テ
ム
論
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
が
集
中
的
に
展
開
さ
れ
た）

3
（

。
例
え
ば
、
Ｂ
・

ブ
レ
ー
バ
ウ
ム
は
一
九
九
四
年
の
著
作
『
社
会
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』（Blöbaum

 1994

）
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
社
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会
の
な
か
で
独
自
の
役
割
を
果
た
す
自
律
し
た
社
会
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
て
い
る
。「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、
社
会

に
お
い
て
一
つ
の
機
能
を
引
き
受
け
て
い
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
他
の
諸
社
会
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
は
た
ら
き
を
提
供
し
、
社
会
と
他
の

サ
ブ
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
自
ら
を
境
界
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
」（Blöbaum

 1994: 256

）。
ブ
レ
ー
バ
ウ
ム
は
、
一
八
・
一
九
世
紀
の
近
代

化
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
あ
る
問
題
に
対
す
る
応
答
と
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
成
立
し
た
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
社
会
の
内
部
で
相

互
依
存
が
高
ま
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
加
速
す
る
な
か
で
、
社
会
に
お
い
て
構
造
化
や
同
期
化
の
働
き
が
欠
如
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
情
報
を
選
択
し
、
公
共
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
そ
れ
を
伝
え
る
役

割
を
担
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
成
立
し
た
の
だ
、
と
ブ
レ
ー
バ
ウ
ム
は
指
摘
す
る
（Blöbaum

 1994: 261

）。

一
九
九
〇
年
代
に
は
、
ブ
レ
ー
バ
ウ
ム
に
加
え
て
、
Ｓ
・
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ン
ベ
ル
グ
、
Ｍ
・
コ
ー
リ
ン
グ
、
Ｄ
・
Ｍ
・
ハ
グ
、
Ａ
・
ゲ
ル

ケ
ら
に
よ
っ
て
相
次
い
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
社
会
に
お
け
る
役
割
と
自
律
性
を
理
論
的
に
定
式
化
す
る
試
み
が
提
示
さ
れ
て
い
る

（W
eischenberg 1994; K

ohring 1997; H
ug 1997; Görke 1999

）。
こ
う
し
た
動
き
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
シ
ス
テ

ム
論
の
発
展
で
あ
る
。
す
で
に
一
九
八
〇
年
代
か
ら
、
社
会
シ
ス
テ
ム
論
は
、
社
会
の
内
部
に
あ
っ
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
諸
領

域
の
自
律
性
を
描
き
出
す
理
論
枠
組
み
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
社
会
学
者
の
Ｎ
・
ル
ー
マ
ン
は
経
済
シ
ス
テ
ム
に
つ
い

て
、
法
社
会
学
者
の
Ｇ
・
ト
イ
プ
ナ
ー
は
法
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
独
自
の
理
論
を
提
示
し
て
い
る
（Luhm

ann 1988=1991; T
eubner 

1989=1994

）。

一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
論
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
流
れ
に
一
石
を
投
じ
た
の
が
、
一
九
九
六
年
に
刊
行
さ
れ
た

ル
ー
マ
ン
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
論
『
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
リ
ア
リ
テ
ィ
』（Luhm

ann 1996=2005

）
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
経
済
を

皮
切
り
に
科
学
、
法
、
教
育
、
芸
術
、
政
治
、
宗
教
を
対
象
と
し
た
ル
ー
マ
ン
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
的
な
研
究
が
発
表
さ
れ
、
各
領
域
で
議
論
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を
刺
激
し
て
き
た
。
彼
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
論
も
、
そ
う
し
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
一
つ
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
領
域
で
は
、

一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
ル
ー
マ
ン
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
論
に
対
す
る
批
判
的
な
応
答
と
い
う
側
面
を
持
ち
な
が
ら
コ
ー
リ
ン
グ
、
ゲ
ル

ケ
、
ハ
グ
ら
に
よ
る
議
論
が
活
発
に
展
開
さ
れ
た
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
彼
ら
は
メ
デ
ィ
ア
技
術
を
用
い
て
情
報
を
世
に
広
め
る
「
メ

デ
ィ
ア
人
」
と
い
う
側
面
に
は
頼
ら
ず
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
独
自
の
社
会
的
役
割
の
遂
行
に
よ
っ
て
定
義
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
彼
ら
の
議
論
の
展
開
に
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
「
メ
デ
ィ
ア
人
」
と
し
て
の
側
面
と
「
職
業
人
」
と
し
て
の
側
面

の
緊
張
関
係
が
き
わ
め
て
よ
く
現
れ
て
い
る
。

以
下
、
本
稿
に
お
い
て
は
コ
ー
リ
ン
グ
、
ゲ
ル
ケ
、
ハ
グ
ら
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
シ
ス
テ
ム
論
の
枠
組
み
を
、

彼
ら
の
批
判
的
応
答
の
対
象
で
あ
る
ル
ー
マ
ン
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
論
と
比
較
し
つ
つ
検
討
す
る
。
そ
こ
に
お
い
て
本
稿
が
注
目
す
る
の

は
、
彼
ら
の
議
論
に
み
ら
れ
る
あ
る
種
の
軋
み
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
現
代
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
状
況
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

を
独
自
の
領
域
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
の
困
難
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
困
難
は
現
代
社
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

構
造
に
迫
る
道
筋
を
も
示
し
て
い
る
。

Ⅱ 

ル
ー
マ
ン
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
論

一
九
九
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
リ
ア
リ
テ
ィ
』
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
自
律
性
を
理
論
的
に
定
式
化
す
る
こ
と
に

関
心
を
持
つ
研
究
者
ら
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
た
。
本
章
で
は
、
彼
ら
の
批
判
的
コ
メ
ン
ト
を
交
え
な
が
ら
、
ル
ー
マ
ン
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

論
を
概
観
す
る
。
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ル
ー
マ
ン
は
議
論
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
以
下
で
『
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
』
と
い

う
概
念
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
流
布
に
複
製
技
術
を
利
用
す
る
社
会
の
す
べ
て
の
装
置
（alle 

Einrichtungen der Gesellschaft

）
で
あ
る
。
と
り
わ
け
念
頭
に
置
か
れ
る
の
が
、
印
刷
術
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
書
籍
、
雑
誌
、
新
聞

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
受
け
手
が
限
定
さ
れ
て
い
な
い
多
数
の
制
作
物
を
作
り
出
す
限
り
で
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
写
真
お
よ
び
電
子
的
な

複
写
も
含
ま
れ
る
」（Luhm

ann 1996: 10=2005: 8

）。
ル
ー
マ
ン
の
こ
の
定
義
に
つ
い
て
、
コ
ー
リ
ン
グ
は
次
の
よ
う
な
批
判
的
コ
メ
ン

ト
を
行
っ
て
い
る
。「
こ
れ
〔
こ
の
よ
う
な
ル
ー
マ
ン
の
定
義
〕
に
よ
っ
て
、
シ
ス
テ
ム
帰
属
の
基
準
に
な
っ
た
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
技
術
的
な
流
布
方
法
で
あ
っ
て
、
特
殊
な
意
味
内
容
で
は
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、〔
私
が
書
い
て
い
る
〕
こ
の
テ
ク
ス
ト
が

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
シ
ス
テ
ム
に
帰
属
す
る
の
は
、（
た
ん
に
）
こ
れ
が
出
版
さ
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
」（K

ohring 2016: 170

）。

ゲ
ル
ケ
も
ま
た
同
様
の
批
判
を
行
っ
て
い
る
。「
い
い
か
え
る
と
、
社
会
シ
ス
テ
ム
は
技
術
的
な
流
布
を
基
準
と
し
て
境
界
づ
け
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
境
界
の
規
定
は
、
む
し
ろ
、
適
切
な
意
味
構
造
…
…
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

説
得
的
な
も
の
に
な
る
」（Görke 2003: 127

）。

コ
ー
リ
ン
グ
や
ゲ
ル
ケ
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、
ル
ー
マ
ン
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
定
義
に
あ
た
っ
て
技
術
的
な
基
準
を
用
い
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
彼
ら
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
境
界
は
意
味
的
に
定
義
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る）

4
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
仔
細
に
み
る
と
、
ル
ー
マ
ン
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
技
術
的
な
見
地
か
ら
の
み
定
義
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
ル
ー
マ
ン
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
な
過
程
、
つ
ま
り
、
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
を
記
述
す
る

に
あ
た
っ
て
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
特
有
の
コ
ー
ド
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
コ
ー

ド
は
、
情
報
と
非
情
報
の
区
別
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
情
報
に
よ
っ
て
作
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
情
報
は
正
の
値
を
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持
つ
の
で
あ
り
、
…
…
こ
の
値
を
用
い
る
こ
と
で
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
自
ら
の
作
動
の
諸
可
能
性
を
表
示
す
る
の
で
あ
る
」（Luhm

ann 

1996: 36=2005: 30

）。
こ
の
場
合
の
コ
ー
ド
と
は
、
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
に
お
い
て
積
極
的
な
価
値
を
持
つ
も
の
と
そ
う

で
な
い
も
の
を
分
け
る
区
別
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
法
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
と
っ
て
は
合
法
／
不
法
と
い
う
区
別
、
科
学

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
と
っ
て
は
真
／
偽
の
区
別
が
核
心
的
な
区
別
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
例
え
ば
、
何
が
合
法
で
何
が
不
法
か

を
適
切
に
見
極
め
、「
合
法
」「
不
法
」
と
い
う
二
つ
の
値
を
そ
れ
ぞ
れ
適
切
に
振
り
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
水
準
に
お
い
て
基

準
と
な
る
の
が
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
法
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
は
、
法
律
に
照
ら
し
て
「
合
法
」
と
「
不
法
」
の
振
り

分
け
が
決
め
ら
れ
る
。
科
学
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
科
学
的
な
知
見
を
え
る
た
め
の
手
続
き
（
例
え
ば
、
研
究
方
法
論
）

に
照
ら
し
て
、
研
究
成
果
が
正
し
く
導
き
出
さ
れ
て
い
る
か
が
判
断
さ
れ
る
。
正
し
い
研
究
上
の
手
続
き
に
し
た
が
っ
て
え
ら
れ
た
研
究

成
果
で
あ
れ
ば
、（
将
来
に
お
け
る
反
証
可
能
性
は
あ
っ
た
と
し
て
も
）
さ
し
あ
た
り
は
「
真
」
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ー

ド
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
、
当
該
領
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
他
の
領
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
異
な
る
、
独
自
の
論
理

で
編
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
外
部
に
対
す
る
境
界
を
形
成
し
、
当
該
領
域
の
自
律
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
社
会
シ

ス
テ
ム
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
自
律
的
に
自
己
を
編
成
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
ル
ー

マ
ン
が
用
い
る
コ
ー
ド
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
概
念
対
は
コ
ー
リ
ン
グ
や
ゲ
ル
ケ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
理
論
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
コ
ー
ド
と
さ
れ
る
情
報
的
／
非
情
報
的
と
い
う
区
別
の
値
は
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
振
り

分
け
ら
れ
る
の
か
。
ル
ー
マ
ン
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
三
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
領
域
を
み
い
だ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
ニ
ュ
ー
ス
価
値

を
追
求
す
る
ニ
ュ
ー
ス
と
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
、
②
新
し
い
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
情
報
を
流
布
す
る
広
告
、
③
日
常
の
リ
ア
リ
テ
ィ

と
は
異
な
る
新
し
い
体
験
を
提
供
す
る
娯
楽
で
あ
る
。
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
相
当
す
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
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ニ
ュ
ー
ス
と
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
こ
の
領
域
に
お
い
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し

て
の
役
割
を
果
た
す
の
は
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
ト
ピ
ッ
ク
に

ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
の
か
、
つ
ま
り
ニ
ュ
ー
ス
価
値
を
判
断
す
る
諸

基
準
で
あ
る
。
ル
ー
マ
ン
はGaltung and Ruge 

（1965

）
に
よ
る
先
駆
的
な
研

究
も
参
照
し
つ
つ
、
独
自
の
諸
項
目
を
示
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け

る
ニ
ュ
ー
ス
価
値
に
つ
い
て
は
経
験
的
研
究
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
メ
デ
ィ
ア
環

境
の
変
化
も
あ
り
、
定
説
と
い
え
る
も
の
が
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
。
表
1
で

は
、
ル
ー
マ
ン
が
挙
げ
て
い
る
項
目
に
加
え
て
、
一
例
と
し
て
Ｔ
・
ハ
ー
カ
ッ
プ

と
Ｄ
・
オ
ニ
ー
ル
が
新
聞
メ
デ
ィ
ア
の
研
究
か
ら
提
示
し
た
リ
ス
ト
を
併
載
す
る

（H
arcup and O

’N
eill 2001

）。

表
1
に
掲
げ
ら
れ
た
各
項
目
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
ニ
ュ
ー
ス
と
な
る
べ
き

ト
ピ
ッ
ク
と
い
う
の
は
、
新
し
く
、
人
々
を
あ
っ
と
い
わ
せ
る
よ
う
な
出
来
事

だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
そ
れ
が
、
当
該
メ
デ
ィ
ア
が
カ
バ
ー
す
る

国
や
地
域
に
関
連
の
あ
る
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
り
、
数
量
的
な
規
模
に
お
い
て
過
去

に
例
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
り
し
た
場
合
に
は
、
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
る
蓋
然
性
が
高
ま
る
。
ま
た
、
政
財
界
の
有
力
者
や
有
名
な
俳
優
・
ス
ポ
ー
ツ

選
手
な
ど
（
セ
レ
ブ
リ
テ
ィ
）
の
動
向
、
法
的
・
道
徳
的
規
範
の
侵
犯
（
犯
罪
、
ス

表1　ニュース価値リストの例

Luhmann （1996=2005） Harcup and O’Neill （2001）
新奇性 （例：驚き） 驚き
数量的な大きさ 重大さ
地域にとっての重要性 重要性
特定の人々に対する関心 セレブリティ
意見の表明 パワーエリート
規範の侵犯 （例：スキャンダル） 悪いニュース
道徳的な区別 よいニュース
コンフリクト 娯楽性
話題性 先行する報道に対するフォローアップ
報道機関のルーティン 報道機関が重視するアジェンダ
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キ
ャ
ン
ダ
ル
）、
政
治
的
な
闘
争
や
法
的
な
紛
争
と
い
っ
た
コ
ン
フ
リ
ク
ト
も
ま
た
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
や
す
い
。
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
の
自
律
性
を
考
え
る
う
え
で
、
先
行
す
る
報
道
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
や
報
道
機
関
が
重
視
す
る
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
い
う
項
目

も
興
味
深
い
。
前
者
の
場
合
、
自
社
や
他
社
が
報
じ
た
ニ
ュ
ー
ス
に
対
し
て
続
報
や
検
証
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
ニ
ュ
ー
ス
が

ニ
ュ
ー
ス
を
呼
ぶ
よ
う
な
報
道
の
連
鎖
を
形
成
す
る
。
ま
た
、
同
様
の
報
道
の
連
鎖
は
、
報
道
機
関
が
重
視
す
る
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
関
す
る

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
報
道
の
よ
う
な
か
た
ち
で
も
生
じ
る
。

こ
の
よ
う
に
ル
ー
マ
ン
の
枠
組
み
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
領
域
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
社
会
的
機
能
を
説
明
す
る
こ
と
で
示
さ
れ
る
。「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
担
っ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
、
周
知
さ
れ
た
も
の

（Bekanntsein

）
を
作
り
出
し
、
そ
れ
を
時
々
刻
々
と
更
新
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
後
続
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お

い
て
〔
周
知
さ
れ
た
も
の
を
〕
受
け
入
れ
る
か
、
拒
否
す
る
か
〔
と
い
う
選
択
〕
を
あ
え
て
誘
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」

（Luhm
ann 1996: 179=2005: 148

）。
こ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
機
能
は
、
周
知
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
「
対
象
」

を
、
報
道
さ
れ
た
事
件
・
事
故
、
社
会
問
題
な
ど
の
ニ
ュ
ー
ス
ト
ピ
ッ
ク
な
ど
と
し
て
作
り
出
し
、
そ
れ
を
た
え
ず
更
新
す
る
こ
と
で
あ

る
。
人
々
は
こ
の
よ
う
な
「
対
象
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
こ
れ
に
肯
定
的
に
も
否
定
的
も

言
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

ル
ー
マ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
共
有
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
テ
ー
マ
を
作
り
出
す
こ
と
を
社
会
生
活
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要

な
は
た
ら
き
と
み
な
し
て
い
る
。「
社
会
の
安
定
性
（
つ
ま
り
再
生
産
能
力
）
は
、
第
一
に
後
続
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
前
提

と
な
る
こ
と
が
で
き
る
対
象

0

0

の
生
成
を
基
盤
に
し
て
い
る
。
…
…
そ
う
し
た
対
象
が
『
あ
る
』
こ
と
を
現
代
社
会
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
・
シ
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ス
テ
ム
に
負
っ
て
い
る
」（Luhm

ann 1996: 178=2005: 147

）。
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
ル
ー
マ
ン
が
な
ぜ
技
術
的
な
条
件
を
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
の
定
義
に
含
め
た
の
か
が
わ
か
る
。
な
ん
ら
か
の
技
術
的
な
媒
体
を
用
い
た
伝
播
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
広
く
共
有
さ
れ
た
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
「
対
象
」
を
日
々
新
た
に
作
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

Ⅲ 
公
共
圏
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
シ
ス
テ
ム
論

Ⅱ
で
示
し
た
よ
う
に
、
ル
ー
マ
ン
の
枠
組
み
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
自
ら
の
基
準
で
テ
ー
マ
を
選
択
し
て
報
道
す
る
と
い
う
点

で
一
定
の
自
律
性
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
大
き
な
枠
組
み
と
し
て
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
一
領
域
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
者
た
ち
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
コ
ー
リ
ン
グ
の
枠
組
み
で
は
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
あ
る
母
領
域
に
属
す
る
社
会
的
な
活
動
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
領
域
を
、
彼
は
公
共
圏

（Ö
ffentlichkeit

）
と
呼
ん
で
い
る
。「『
機
能
的
に
分
化
し
、
多
様
化
し
た
観
察
者
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
社

会
に
お
い
て
、
相
互
的
な
環
境
予
期
を
形
成
す
る
た
め
に
出
来
事
の
た
え
ざ
る
観
察
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
に
対
し

て
、
社
会
は
、
独
自
の
機
能
シ
ス
テ
ム
の
分
出
を
も
っ
て
応
じ
て
い
る
』。
こ
の
機
能
シ
ス
テ
ム
が
、
こ
こ
で
は
公
共
圏
と
呼
ば
れ
る
。

公
共
圏
シ
ス
テ
ム
の
全
体
社
会
的
機
能
は
、
相
互
依
存
、
す
な
わ
ち
、
機
能
的
に
分
化
し
た
社
会
の
相
互
的
な
依
存
、
補
完
関
係
に
関
す

る
観
察
の
生
成
と
伝
達
に
あ
る
」（K

ohring 2006: 167

）。

公
共
圏
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
コ
ー
リ
ン
グ
の
理
解
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
社
会
の
機
能
的
分
化
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ

る
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
社
会
の
各
領
域
の
社
会
的
な
機
能
と
自
律
性
を
描
く
ル
ー
マ
ン
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
的
な
研
究
が
相
次
い
で
発
表
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さ
れ
た
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
大
が
か
り
な
仕
事
に
よ
っ
て
企
図
さ
れ
て
い
た
の
は
、
近
代
社
会
を
そ
れ
ら
の
各

領
域
が
自
律
化
し
、
多
極
化
し
た
社
会
（
機
能
的
に
分
化
し
た
社
会
）
と
し
て
歴
史
的
に
描
き
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
公
共
圏
に
関
す
る

コ
ー
リ
ン
グ
の
議
論
は
、
明
ら
か
に
こ
う
し
た
社
会
理
論
的
な
構
図
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
る
。
コ
ー
リ
ン
グ
の
考
え
で
は
、
機
能
的
に

分
化
し
、
多
極
化
し
て
い
る
社
会
に
お
い
て
各
領
域
の
相
互
依
存
関
係
や
補
完
関
係
を
描
く
観
察
の
領
域
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
必
要
性

に
答
え
る
か
た
ち
で
成
立
し
た
の
が
、
公
共
圏
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
領
域
な
の
で
あ
る）

5
（

。

表
現
は
違
う
が
、
ゲ
ル
ケ
も
ま
た
「
同
期
化
の
必
要
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
公
共
圏
が
機
能
的
分
化
と
い
う
構
造
的
条
件
の
も
と
で
の

要
請
に
応
え
て
成
立
し
た
も
の
だ
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。「
機
能
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
公
共
圏
は
、
階
層
的
な
分
化
形
態
か
ら
機

能
的
な
分
化
形
態
へ
の
移
行
に
お
い
て
、
機
能
的
分
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
同
期
化
の
必
要
（Synchronisationsbedarf

）
へ
の
応

答
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
公
共
圏
は
同
期
化
の
機
能
を
充
足
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
公
共
圏
が
他
の
機
能
シ
ス
テ
ム
の
刺
激
ル
ー
テ
ィ

ン
を
一
時
的
に
遮
断
し
て
、
そ
の
境
界
設
定
を
外
部
か
ら
の
観
察
に
さ
ら
し
、
機
能
シ
ス
テ
ム
を
自
ら
の
境
界
設
定
の
偶
発
性
と
あ
ら
た

め
て
向
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
実
現
す
る
」（Görke 2003: 128

）。
機
能
シ
ス
テ
ム
は
、
通
常
、
そ
れ
自
体
の
関
心
事
に
専
念
し
て
い
る
。

し
か
し
と
き
に
、
そ
の
内
部
で
の
営
み
が
外
部
の
関
心
を
集
め
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
作
動
の
あ
り
方
自
体
が
観
察
に
さ
ら
さ
れ
る
場
合
が

あ
る
。
例
え
ば
、
国
民
の
利
益
を
顧
み
ず
に
権
力
闘
争
に
終
始
す
る
「
永
田
町
の
論
理
」、
苛
烈
な
利
益
追
求
に
よ
っ
て
労
働
者
を
苦
し

め
、
環
境
を
破
壊
す
る
「
企
業
の
論
理
」
へ
の
批
判
と
い
っ
た
か
た
ち
で
。
こ
の
と
き
当
該
シ
ス
テ
ム
は
、
普
段
の
作
動
様
式
が
一
時
的

に
攪
乱
さ
れ
、
社
会
的
環
境
と
の
同
期
化
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
契
機
を
も
た
ら
す
観
察
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
行
っ
て

い
る
領
域
が
公
共
圏
だ
、
と
い
う
の
が
ゲ
ル
ケ
の
考
え
で
あ
る
。

公
共
圏
と
い
う
社
会
シ
ス
テ
ム
の
自
律
性
を
記
述
す
る
た
め
に
、コ
ー
リ
ン
グ
は
「
多
シ
ス
テ
ム
帰
属
的
（m

ehrsystem
zugehörig

）／
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非
多
シ
ス
テ
ム
帰
属
的
（nicht-m

ehrsystem
zugehörig

）」
と
い
う
区
別
を
公
共
圏
の
コ
ー
ド
と
し
て
定
式
化
し
て
い
る
。「
公
共
圏
シ

ス
テ
ム
は
、
そ
の
作
動
的
な
閉
鎖
性
を
獲
得
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
自
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
『
多
シ
ス
テ
ム

帰
属
的
』
か
、
あ
る
い
は
、『
非
多
シ
ス
テ
ム
帰
属
的
』
な
も
の
と
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
」（K

ohring 2006: 168

））
6
（

。
コ
ー
リ
ン
グ

の
い
う
「
多
シ
ス
テ
ム
帰
属
的
」
と
い
う
の
は
、
端
的
に
い
え
ば
広
く
一
般
社
会
に
と
っ
て
重
要
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会

に
は
様
々
な
業
界
や
専
門
領
域
が
あ
る
が
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
が
こ
と
ご
と
く
世
間
一
般
の
関
心
を
呼
ぶ
わ
け

で
は
な
い
。
通
常
は
、
当
該
領
域
の
内
部
で
処
理
さ
れ
、
外
部
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
テ
ー
マ
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し

か
し
、
例
え
ば
、
難
病
の
治
療
法
に
関
す
る
専
門
的
な
医
学
研
究
の
成
果
は
患
者
や
製
薬
業
界
、
厚
生
行
政
に
と
っ
て
も
重
要
な
情
報
と

な
る
し
、
あ
る
業
界
の
長
年
の
商
慣
行
が
不
適
切
な
取
引
と
し
て
問
題
に
な
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
特
定
領
域
の
内
部
で
処
理
さ

れ
て
い
た
事
柄
が
領
域
の
垣
根
を
越
え
て
テ
ー
マ
化
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
コ
ー
リ
ン
グ
は
、
こ
の
よ
う
な
多
領
域
的
な
重
要
性
を
持
つ

テ
ー
マ
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
領
域
を
公
共
圏
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。

コ
ー
リ
ン
グ
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
公
共
圏
と
コ
ー
ド
を
共
有
し
、
公
共
圏
と
同
一
の
社
会
的
機
能
を
専
門
的
に

遂
行
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。「
シ
ス
テ
ム
内
部
で
さ
ら
な
る
構
造
形
成
を
す
る
こ
と
な
し
に
そ
の
機
能

を
充
足
で
き
る
機
能
シ
ス
テ
ム
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
組
織
化
さ
れ
た
遂
行
的
役
割
（
遂
行
シ
ス
テ
ム

Leistungssystem
en

）
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
公
共
圏
と
い
う
機
能
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
こ
う
し
た
遂
行

的
役
割
を
引
き
受
け
て
い
る
」（K

ohring 2006: 169

）。
定
義
上
、
公
共
圏
は
「
多
シ
ス
テ
ム
帰
属
的
」
な
テ
ー
マ
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
な
る
。
こ
れ
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
け
が
公
共
圏
の
担
い
手
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
は
な
い
一
般
の
市
民
が
、
口
頭
で
、
あ
る
い
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
て
（
ニ
ュ
ー
ス
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
す
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る
な
ど
し
て
）「
多
シ
ス
テ
ム
帰
属
的
」
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
公
共
圏
自
体
は
、
そ
の
よ
う
な
無
数
の
非

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
コ
ー
リ
ン
グ
は
、
公
共
圏
が
そ
の
社
会
的
な
機
能
を
充
足

す
る
た
め
に
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
専
門
的
な
活
動
が
不
可
欠
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
る
。
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
、
コ
ー
リ
ン

グ
は
「
遂
行
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
用
語
を
使
い
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
公
共
圏
の
も
っ
と
も
重
要
な
遂
行
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
（K

ohring 2016: 172

））
7
（

。
つ
ま
り
コ
ー
リ
ン
グ
は
、
多
領
域
的
な
重
要
性
を
持
つ
テ
ー
マ
を
社
会
に
提
起
す
る
と
い
う
公
共
圏
の

機
能
を
遂
行
す
る
う
え
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
欠
か
せ
な
い
存
在
だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る）

8
（

。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
公
共
圏
の
は
た
ら
き
を
（「
遂
行
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
）
専
門
的
に
担
う
活
動
た
り
う
る
た
め
に
は
、
潜
在
的
な

ニ
ュ
ー
ス
ト
ピ
ッ
ク
が
持
つ
政
治
的
、
経
済
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
、
法
的
な
問
題
の
有
無
な
ど
を
考
慮
し
、
そ
の
テ
ー
マ
の
多
領
域
的
な
重

要
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
ー
リ
ン
グ
は
、そ
う
し
た
重
要
性
を
当
該
領
域
に
と
っ
て
の
関
連
性（Relevanz

）

と
表
現
し
て
い
る
（K

ohring 2006: 174

）。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
ト
ピ
ッ
ク
は
、
ま
だ
人
々
に
知
ら
れ
て
い
な
い
新
し
い
事
態
に
関
す
る
情

報
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
ー
リ
ン
グ
は
、
ニ
ュ
ー
ス
選
択
の
基
準
に
つ
い
て
、
ニ
ュ
ー
ス
価
値
論
の
よ
う
に
具
体
的
な
項
目
を
列
挙

す
る
ス
タ
イ
ル
は
と
ら
ず
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
判
断
す
る
情
報
の
新
し
さ
と
社
会
的
な
関
連
性
を
重
視
し
て
い
る
。「
新
し
さ
と
関
連

性
と
い
う
基
準
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
水
準
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
に
よ
っ
て
、
コ
ー
ド
の
割
り
当
て
を

扱
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
」（K

ohring 2006: 173

）。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
シ
ス
テ
ム
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
共
有
す
る
ハ
グ
も
「
遂
行
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
公
共
圏

と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
関
係
を
記
述
し
て
い
る
。
ハ
グ
は
、
そ
の
内
実
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
公
共
圏

シ
ス
テ
ム
の
遂
行
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
分
出
、
す
な
わ
ち
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
実
践
の
職
業
化
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
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ム
に
特
有
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
形
式
の
形
成
、
編
集
局
と
い
う
形
式
で
の
社
会
的
組
織
の
成
立
…
…
は
、
公
共
圏
シ
ス
テ
ム
の
持
続

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
諸
条
件
で
あ
る
」（H

ug 1997: 335

─336

）。
コ
ー
リ
ン
グ
と
同
様
に
、
ハ
グ
も
ま

た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
公
共
圏
に
と
っ
て
不
可
欠
の
専
門
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
だ
と
み
な
し
て
い
る
が
、
公
共
圏
と
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
の
コ
ー
ド
の
定
式
化
に
お
い
て
は
相
違
も
み
ら
れ
る
。
ハ
グ
の
議
論
に
お
い
て
、
公
共
圏
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
コ
ー
ド
は
、
環

境
関
連
性
（
環
境
関
連
的um

w
eltrelevant/ 

非
環
境
関
連
的nicht um

w
eltrelevant

）
で
あ
る
（H

ug 1997: 331

）。
こ
れ
は
、
あ
る
特
定
の

社
会
シ
ス
テ
ム
に
属
す
る
テ
ー
マ
が
、
そ
の
環
境
で
あ
る
社
会
に
と
っ
て
も
重
要
性
が
あ
り
、
公
に
テ
ー
マ
化
す
る
に
値
す
る
か
ど
う
か

と
い
う
区
別
で
あ
る
。
ハ
グ
の
定
式
化
は
コ
ー
リ
ン
グ
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
機
能
的
分
化
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
背
景
と
し
た
多
極
的
社
会
像

が
希
薄
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
あ
る
テ
ー
マ
が
特
定
領
域
に
限
定
さ
れ
な
い
重
要
性
を
持
つ
か
ど
う
か
に
焦
点
づ
け
し
て
い
る
点
で
は

コ
ー
リ
ン
グ
の
定
式
化
と
よ
く
似
て
い
る
。

他
方
、
ゲ
ル
ケ
は
、
コ
ー
リ
ン
グ
の
議
論
に
依
拠
し
な
が
ら
複
雑
性
の
落
差
（K

om
plexitätsgefälle

）
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
公
共
圏

と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
関
係
を
記
述
し
て
い
る
。「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
／
公
共
圏
の
シ
ス
テ
ム
─

環
境
─

差
異
と
い
う
観
点
で
も
複
雑
性
の

落
差
が
観
察
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
公
共
圏
と
い
う
シ
ス
テ
ム
領
域
に
は
、
例
え
ば
（
お
し
ゃ
べ
り
、
会
話
、
う
わ
さ
話
の
よ
う
な
）
公
共
圏

の
原
型
的
な
形
式
も
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
は
通
用
し
な
い
の
で
あ
る
」（Görke 1999: 301

）。

環
境
と
シ
ス
テ
ム
の
間
に
「
複
雑
性
の
落
差
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
環
境
（
公
共
圏
）
に
比
べ
て
シ
ス
テ
ム
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
）
は

そ
の
内
部
で
実
現
で
き
る
諸
可
能
性
を
切
り
詰
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
人
々
の
日
常

会
話
ま
で
を
含
む
多
様
な
公
共
圏
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
す
べ
て
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
大
事
な
こ
と
を
報
道
し
な
い
」
と
い
う
人
々
の
不
満
は
、
こ
の
落
差
の
表
れ
で
あ
る
と
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も
い
え
よ
う
。
ゲ
ル
ケ
の
場
合
、
公
共
圏
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
コ
ー
ド
は
、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
（A

ktualität

）
で
あ
る
（Görke 

1999: 315

）。
例
え
ば
、
国
会
が
紛
糾
し
て
国
民
生
活
に
必
要
な
法
案
の
審
議
が
進
ま
な
い
、
過
重
労
働
を
も
た
ら
す
企
業
の
労
働
慣
行
が

な
か
な
か
あ
ら
た
め
ら
れ
な
い
と
き
、
社
会
に
と
っ
て
看
過
で
き
な
い
諸
問
題
が
そ
れ
ら
の
領
域
で
起
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら

を
た
だ
成
り
行
き
に
ま
か
せ
て
お
く
の
で
な
い
な
ら
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
報
道
に
よ
っ
て
そ
の
問
題
を
共
有
し
、
当
該
領
域
に
状
況

の
改
善
を
求
め
る
。
そ
の
と
き
、
社
会
的
に
み
れ
ば
当
該
領
域
と
そ
の
環
境
に
あ
た
る
社
会
と
の
間
で
「
同
期
化
の
必
要
」
が
生
じ
て
お

り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
テ
ー
マ
が
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
帯
び
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で

あ
る
。

そ
も
そ
も
、
あ
る
社
会
領
域
に
お
い
て
社
会
と
の
「
同
期
化
の
必
要
」
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
把
握
し
、「
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
」
な
ト

ピ
ッ
ク
を
選
び
出
す
た
め
に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
当
該
領
域
の
視
点
と
他
の
社
会
領
域
の
視
点
を
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
精
度
で
理
解
で

き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
多
シ
ス
テ
ム
帰
属
性
」
と
い
う
概
念
設
定
か
ら
同
様
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
コ
ー
リ
ン
グ
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
は
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
水
準
に
お
い
て
他
の
シ
ス
テ
ム
の
視
点
に
関
す
る
比
較
的
強
く
単
純
化
さ
れ
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
を
行
っ

て
い
る
の
だ
と
い
う
仮
説
を
打
ち
出
し
て
お
り
、
ゲ
ル
ケ
も
こ
れ
を
採
用
し
て
い
る
（K

ohring 1997: 256; Görke 1999: 320

）。
そ
れ
は

例
え
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
あ
る
問
題
が
政
界
に
ど
ん
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
か
、
司
法
当
局
は
動
く
の
か
、
経
済
や
家
庭
生
活
に

も
影
響
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
点
を
、
各
領
域
の
視
点
を
取
り
入
れ
て
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
見
方
を
変
え
て
い
え
ば
、
研
究

者
に
よ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
理
論
の
構
築
も
学
問
的
な
関
心
の
も
と
で
行
わ
れ
た
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
一
種
で
あ
り
、
現
実
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
細
部
ま
で
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
（K

ohring 1997: 256 A
nm

. 47

）。
同
様
の
単
純
化
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が

行
う
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
に
お
い
て
も
生
じ
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
に
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
各
領
域
の
視
点
を
取
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り
入
れ
て
報
道
に
値
す
る
「
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
」
な
ト
ピ
ッ
ク
を
選
び
出
す
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
選
ば
れ
た
「
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
」
な
ト
ピ
ッ
ク
は
、
よ
り
具
体
的
な
基
準
の
も
と
で
、
さ
ら
に
ふ
る
い
に
か
け
ら
れ

る
。
こ
れ
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
水
準
に
お
け
る
選
択
に
あ
た
る
。
コ
ー
リ
ン
グ
と
は
異
な
り
、
ゲ
ル
ケ
は
こ
の
点
に
つ
い

て
具
体
的
な
基
準
に
言
及
し
て
い
る
（Görke 1999: 322

─328

）。
一
つ
は
、
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
ト
ピ
ッ
ク
が
人
物

0

0

を
軸
に
し
て
描
け
る
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ス
は
し
ば
し
ば
具
体
的
な
人
物
の
動
静
や
経
験
を
軸
に
し
て
描
か
れ
る
。
個
々
の
出
来
事
の
背
景
に
複
雑
な
要

因
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
物
を
軸
と
し
た
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ス
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
そ
の
複
雑
性
を
縮
減
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
さ
ら
に
、
善
悪
に
ま
つ
わ
る
道
徳
的
な
区
別

0

0

0

0

0

0

も
ニ
ュ
ー
ス
に
お
い
て
し
ば
し
ば
稼
働
す
る
。
困
窮
し
た
人
々
へ
の
心
温
ま
る
支

援
や
許
し
が
た
い
犯
罪
の
容
疑
者
の
人
物
像
な
ど
、
ニ
ュ
ー
ス
の
素
材
と
し
て
は
お
な
じ
み
の
も
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
様
々
な
会
見
が

開
か
れ
、
そ
れ
が
ニ
ュ
ー
ス
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
各
種
の
会
見
が
ニ
ュ
ー
ス
に
な
り
や
す
い
の
は
、
そ
れ
が
オ
ー
デ
ィ
オ
ビ
ジ
ュ
ア
ル

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

的
な
素
材
を
提
供
す
る
か
ら
で
も
あ
る
。
コ
メ
ン
ト
だ
け
で
な
く
、
映
像
や
音
声
、
写
真
と
い
っ
た
素
材
も
取
得
で
き
る
の
は
、
ニ
ュ
ー

ス
メ
デ
ィ
ア
に
と
っ
て
魅
力
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
ル
ー
マ
ン
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
論
と
の
比
較
に
お
い
て
重
要
な
メ
デ
ィ
ア
技
術
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
コ
ー

リ
ン
グ
は
、「『
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
』
に
お
い
て
読
ま
れ
、
聴
か
れ
、
観
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
事
柄
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
だ
と
は
い
え
な

い
」（K

ohring 2016: 174

）
と
指
摘
す
る
。
我
々
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
接
触
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
は
、
ニ
ュ
ー
ス
だ
け
で
は
な
く
娯

楽
や
広
告
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
点
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
媒
介
を
受
け
な
い

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
コ
ー
リ
ン
グ
は
、こ
の
問
い
に
肯
定
的
に
回
答
す
る
。「
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
、
公
共
圏
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
は
等
値
さ
れ
え
な
い
。
─
─
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
コ
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ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
い
わ
ゆ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
し
に
も
表
象
可
能
な
の
で
あ
る
」（K

ohring 2016: 171

）。
た
し
か
に
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
に
よ
る
対
面
的
状
況
で
の
講
演
会
や
取
材
報
告
会
の
よ
う
な
例
を
考
え
れ
ば
、
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
外
部
に
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
み
い
だ
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
双
方
に
他
方
の
一
部
で
は
な
い
残
余
が
あ
る
。
コ
ー
リ
ン
グ
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
切
り
離
し
て
定
式
化
し

た
の
は
そ
の
た
め
で
も
あ
る
。

Ⅳ 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
シ
ス
テ
ム
論
の
困
難
が
意
味
す
る
も
の

ル
ー
マ
ン
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
論
は
、
印
刷
や
放
送
な
ど
の
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
使
っ
て
情
報
を
流
布
し
、

共
有
さ
れ
た
社
会
的
リ
ア
リ
テ
ィ
を
生
成
す
る
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
て
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
機
能
を
描
く
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て

コ
ー
リ
ン
グ
や
ゲ
ル
ケ
は
、
ル
ー
マ
ン
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
定
義
に
技
術
の
使
用
を
含
め
た
こ
と
を
批
判
し
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
境
界
は

意
味
的
に
定
義
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
対
案
と
し
て
、
コ
ー
リ
ン
グ
は
多
シ
ス
テ
ム
帰
属
性
、
ハ
グ
は
環
境
関
連
性
、
ゲ
ル
ケ
は

ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
コ
ー
ド
と
し
て
用
い
る
社
会
観
察
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
な
る
公
共
圏
シ
ス
テ
ム
を
定
式
化
し
、
そ
の
内

部
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
シ
ス
テ
ム
を
位
置
づ
け
た
。

公
共
圏
が
コ
ー
リ
ン
グ
ら
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
理
論
に
お
い
て
核
心
的
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
だ
が
、
ル
ー
マ
ン
は

自
身
の
理
論
枠
組
み
を
ふ
ま
え
た
Ｄ
・
ベ
ッ
カ
ー
（Baecker 1996

）
の
公
共
性
（Ö

ffentlichkeit

）
概
念）

9
（

を
採
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。「
そ
こ
で
公
共
性
と
は
、
デ
ィ
ル
ク
・
ベ
ッ
カ
ー
の
提
案
に
従
う
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
内
部
に
あ
る
シ
ス
テ
ム
境
界
の
再
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帰
的
省
察
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（Luhm

ann 1996: 184

＝2005: 153

）。「
デ
ィ
ル
ク
・
ベ
ッ
カ
ー
は
、
…
…
公
共
的
な
も
の

（Ö
ffentlichen

）
の
特
徴
を
、
全
体
社
会
内
の
諸
シ
ス
テ
ム
境
界
に
つ
い
て
の
反
省
…
…
と
い
う
点
に
見
い
だ
そ
う
と
提
案
し
て
い
る
」

（Luhm
ann 2000: 284

─285=2013: 348

─349

）。
つ
ま
り
、
ル
ー
マ
ン
に
と
っ
て
公
共
性
は
社
会
の
内
部
で
作
動
し
て
い
る
様
々
な
シ
ス
テ

ム
の
境
界
に
対
す
る
反
省
的
な
観
察
を
記
述
す
る
概
念
で
あ
る
。
ベ
ッ
カ
ー
の
言
葉
も
引
い
て
お
こ
う
。「
境
界
の
観
察
は
、
決
定
不
可

能
な
も
の
の
決
定
を
社
会
シ
ス
テ
ム
に
帰
属
す
る
こ
と
〔
境
界
形
成
を
そ
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
帰
属
す
る
こ
と
〕
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
社

会
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
う
し
た
境
界
画
定
に
よ
っ
て
分
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
公
共
性
の
観
察
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
境
界
画
定

を
そ
の
人
為
性
と
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
と
い
う
観
点
の
も
と
で
観
察
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
」（Baecker 1996: 97

）。

ベ
ッ
カ
ー
は
機
能
シ
ス
テ
ム
に
限
ら
ず
、
社
会
内
で
自
律
的
に
作
動
し
て
い
る
（
組
織
や
相
互
作
用
も
含
む
）
す
べ
て
の
社
会
シ
ス
テ
ム

は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
公
共
性
を
持
つ
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
も
、
そ
の
内
部
と
外
部
の
境
界
が
ど
の

よ
う
に
引
か
れ
て
い
る
の
か
（
内
部
と
外
部
の
差
異
）
が
観
察
の
対
象
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
観
察
に
よ
っ
て
、
当

該
シ
ス
テ
ム
の
営
み
は
反
省
の
対
象
と
な
る
。
シ
ス
テ
ム
の
内
部
で
自
明
視
さ
れ
て
い
る
規
則
や
慣
例
は
相
対
化
さ
れ
、
な
ぜ
そ
う
な
の

か
、
他
の
や
り
方
は
な
い
の
か
と
い
う
問
い
に
付
さ
れ
る
。
ゲ
ル
ケ
な
ら
そ
れ
を
当
該
シ
ス
テ
ム
と
社
会
の
「
同
期
化
」
と
し
て
記
述
す

る
だ
ろ
う
。
コ
ー
リ
ン
グ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
反
省
的
観
察
に
よ
っ
て
諸
領
域
の
相
互
関
係
を
観
察
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
主
張
す
る

だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
三
者
は
そ
れ
ぞ
れ
社
会
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
／
環
境
─

関
係
の
観
察
と
い
う
通
底
す
る
問
題
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
し
か
し
、
ベ
ッ
カ
ー
は
、
次
の
一
節
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
公
共
性
を
一
つ
の
自
律
し
た
社
会
シ
ス
テ
ム
と
は
み
な
し
て
い

な
い
。「
公
共
性
は
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
。
公
共
性
は
、
近
代
社
会
の
自
己
記
述
の
観
察
様
式
の
一
つ
で
あ
る
」（Baecker 1996: 99

）。

ベ
ッ
カ
ー
や
ル
ー
マ
ン
に
と
っ
て
、
公
共
性
は
コ
ー
リ
ン
グ
や
ゲ
ル
ケ
が
主
張
す
る
よ
う
に
自
律
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
領
域
で
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は
な
く
社
会
の
自
己
記
述
を
観
察
す
る
一
様
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
が
み
ず
か
ら
の
営
み
を
反
省
的
に
問
う
こ
と
に
対
し

て
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
概
念
で
も
あ
る
。
そ
の
種
の
観
察
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
も
の
に
限
ら
ず
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
行
わ

れ
う
る
し
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
必
要
も
な
い
。
公
共
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
そ
う
し
た
遍
在
性
は
、
コ
ー
リ

ン
グ
の
枠
組
み
に
お
い
て
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
コ
ー
リ
ン
グ
の
理
論
に
と
っ
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
公
共
圏
の
内
部

に
あ
り
な
が
ら
も
独
自
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
定
式
化
す
る
こ
と
が
核
心
的
な
課
題
と
な
る
。
し
か
し
、
コ
ー
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
公
共
圏
に

対
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
自
律
性
は
十
分
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い）

（1
（

。
彼
の
説
明
で
は
、
公
共
圏
に
対
す
る
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
の
自
律
性
を
担
保
す
る
の
は
「
新
し
さ
」
と
「
関
連
性
」
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
選
択
の
基
準
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
で
あ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
に
独
自
の
コ
ー
ド
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ル
ー
マ
ン
は
そ
の
よ
う
な
領
域
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
領
域
と
呼
び
、
コ
ー
ド
と
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
両
方
を
備
え
た
機
能
シ
ス
テ
ム
か
ら
区
別
し
て
い
る
。
も
し
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
み
に
よ
っ
て
公
共
圏
内
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
シ
ス
テ

ム
と
し
て
自
律
化
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
点
に
関
す
る
独
自
の
概
念
的
道
具
立
て
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

コ
ー
リ
ン
グ
の
理
論
に
内
在
す
る
こ
の
よ
う
な
困
難
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
糸
口
と
し
て
、
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
に
お
け

る
公
共
圏
を
考
え
て
み
よ
う
。
我
々
が
日
々
接
し
て
い
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
上
で
の
や
り
と
り
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
そ
こ
で
は
単
な

る
お
し
ゃ
べ
り
の
次
元
を
越
え
て
様
々
な
現
場
経
験
や
専
門
知
識
を
持
つ
ユ
ー
ザ
ー
に
よ
る
情
報
提
供
が
な
さ
れ
て
い
る
。
提
供
さ
れ
る

情
報
の
な
か
に
は
、
当
該
ユ
ー
ザ
ー
が
居
住
す
る
地
域
、
従
事
す
る
業
界
、
専
門
領
域
に
と
ど
ま
ら
な
い
社
会
的
な
「
関
連
性
」
を
持
つ

情
報
も
含
ま
れ
る
。
実
際
、
重
要
な
情
報
を
公
表
し
た
ユ
ー
ザ
ー
に
対
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
取
材
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ

の
と
き
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
内
部
と
外
部
は
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
常
識
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
報
道
機
関

に
属
す
る
記
者
や
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
取
材
・
報
道
活
動
に
従
事
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
る
報
道
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
、
と
考
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え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
者
の
Ｐ
・
ブ
ラ
イ
ト
ン
と
Ｄ
・
フ
ォ
イ
は
、
研
究
の
過
程
で
何
度
と
な
く
「
な
ぜ
こ
れ
が

ニ
ュ
ー
ス
な
の
か
（W

hy is this new
s?

）」
と
問
い
か
け
ら
れ
た
と
い
う
。
戸
惑
い
を
示
し
な
が
ら
も
彼
ら
が
示
し
て
い
る
答
え
は
、「
そ

れ
が
ま
さ
に
ニ
ュ
ー
ス
だ
か
ら
だ
（It just is!

）」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（Brighton and Foy 2007: 194

）。
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て

も
、
根
底
に
は
あ
る
種
の
循
環
論
法
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
報
道
す
れ
ば
そ
れ
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
」、

「
ニ
ュ
ー
ス
は
ニ
ュ
ー
ス
だ
」
と
い
う
論
理
で
あ
る
。「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
」
と
い
う
根
本
的
な
問
題
は
こ
れ
ま
で
も
人
々
の
頭

を
悩
ま
せ
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
は
、
あ
る
意
味
で
こ
の
問
題
を
以
前
よ
り
も
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
、
職
業
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
報
道
し
な
く
と
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
多
数
の

人
々
の
間
に
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
で
情
報
が
「
公
表
」「
拡

散
」
さ
れ
る
こ
と
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
「
報
道
」
さ
れ
る
こ
と
の
違
い
は
何
か
と
い
う
問
い
を
喚
起
す
る
。
情
報
の
「
伝
播
」

と
い
う
次
元
で
は
、
両
者
の
違
い
を
見
極
め
る
の
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
コ
ー
リ
ン
グ
ら
が
考
え
た
よ
う
に
、
メ
デ
ィ
ア
技
術
を
使
っ
た
情
報
の
「
伝
播
」
力
は
、
も
は
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
に
と
っ
て
核
心
的
な
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
冒
頭
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
メ
デ
ィ
ア
技
術
と
歩
調
を
あ
わ

せ
て
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
大
き
な
転
換
で
あ
る
。
コ
ー
リ
ン
グ
の
理
論
が
直
面
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し

た
状
況
に
お
い
て
、
公
共
圏
に
対
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
独
自
性
・
自
律
性
を
ど
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
理
論
の
展
開
を
み
た
と
き
に
興
味
深
い
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
に
発
表
さ
れ
た
ブ
レ
ー
バ
ウ
ム

の
理
論
と
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
に
展
開
さ
れ
た
コ
ー
リ
ン
グ
ら
の
理
論
の
違
い
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
前
者
は
社
会
に
お
け
る

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
自
律
性
を
直
接
的
に
定
式
化
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
後
者
は
公
共
圏
と
そ
れ
に
内
属
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
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と
い
う
二
階
建
て
の
理
論
構
成
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
爆
発
的
な
普
及
が
始
ま
り
、
そ
の

後
、
オ
ン
ラ
イ
ン
公
共
圏
に
関
す
る
議
論
が
活
発
化
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
外
部
に
も
広
大
な
公
共
圏
が
広
が
っ

て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
コ
ー
リ
ン
グ
ら
の
理
論
構
成
は
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
環
境
に
即
し
た
も
の
と
い
え

る
。ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
シ
ス
テ
ム
論
の
研
究
状
況
を
概
観
し
た
近
年
の
論
文
に
お
い
て
、
コ
ー
リ
ン
グ
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
半
ば
以

降
、
こ
の
領
域
の
理
論
的
な
発
展
が
停
滞
期
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
率
直
に
指
摘
し
て
い
る
（K

ohring 2016: 173

）。
そ
れ
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
（
と
り
わ
け
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
）
の
出
現
に
伴
っ
て
変
化
し
つ
つ
あ
る
社
会
の
全
体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
状
況
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
み
い
だ
す
の
か
、
そ
の
帰
趨
が
依
然
と
し
て
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
経
験
的
研
究
に
眼
を
転
じ
て
み
る
と
、
先
に
言
及
し
た
ハ
ー
カ
ッ
プ
と
オ
ニ
ー
ル
は
、
表
１
に
示
し

た
ニ
ュ
ー
ス
価
値
リ
ス
ト
を
更
新
し
、
新
た
に
「
シ
ェ
ア
ビ
リ
テ
ィ
（shareability

）」
と
い
う
項
目
を
追
加
し
て
い
る
（H

arcup and  

O
’N

eill 2016: 13

）。
こ
れ
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
上
で
関
心
を
呼
ん
で
シ
ェ
ア
さ
れ
や
す
い
こ
と
が
、
新
た
な
ニ
ュ
ー
ス
価
値
と

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
関
心
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
ニ
ュ
ー
ス
選
択
に

影
響
を
及
ぼ
し
始
め
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
横
断
的
な
議
題
設
定
（interm

edia agenda settings

）
に
関
す
る
研
究

は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
（
ブ
ロ
グ
やT

w
itter

な
ど
か
ら
な
る
）
ブ
ロ
ゴ
ス
フ
ィ
ア
の
間
で
ト
ピ
ッ
ク
の
相
互
調
達
の
関
係
が
形
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（M

essner and D
istaso 2008

）。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
ブ
ロ
ガ
ー
た
ち
は
メ
イ
ン
ス
ト

リ
ー
ム
の
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
ト
ピ
ッ
ク
の
調
達
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
（Leccese 2009

）
も
あ
れ
ば
、
伝
統
的
な

ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
の
記
事
よ
り
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ト
ピ
ッ
ク
に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
研
究
も
あ
る
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（W
atson 2012

）。
こ
う
し
た
な
か
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
役
割
を
、
伝
統
的
な
ニ
ュ
ー
ス
の
門
番
（gatekeeper

）
か
ら
ニ
ュ
ー
ス
の

見
張
り
番
（gatew

atcher

）
へ
再
定
義
す
る
こ
と
も
提
案
さ
れ
て
い
る
（Bruns 2003, 2018

）。
後
者
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
発
の
も

の
も
含
め
た
様
々
な
ト
ピ
ッ
ク
を
観
察
し
、
有
益
な
も
の
を
人
々
に
「
ニ
ュ
ー
ス
」
と
し
て
紹
介
す
る
ニ
ュ
ー
ス
・
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
的
な

役
割
を
意
味
す
る）

（（
（

。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
再
定
義
に
よ
っ
て
も
持
続
す
る
問
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
な
ぜ
こ
れ
が
ニ
ュ
ー
ス
な
の
か
（W

hy is this 

new
s?

）」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
掌
握
し
、
事
実
上
唯
一
の
「
ニ
ュ
ー
ス
」
生
産

者
で
あ
っ
た
時
代
か
ら
伏
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
る
様
々
な
情
報
が
ニ
ュ
ー
ス
・
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

の
対
象
と
な
る
こ
と
で
、
な
ぜ
あ
る
ト
ピ
ッ
ク
が
「
ニ
ュ
ー
ス
」
と
な
り
、
他
の
ト
ピ
ッ
ク
は
そ
う
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
い
は
以
前

よ
り
も
顕
在
化
し
や
す
く
な
る
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
／
非
ニ
ュ
ー
ス
の
境
界
を
め
ぐ
る
問
い
は
、
コ
ー
リ
ン
グ
の
理
論
が
直
面
し
た
公
共
圏

と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
境
界
の
問
題
に
お
い
て
も
立
ち
現
れ
る
。
公
共
圏
で
は
、
無
数
の
社
会
的
に
重
要
な
テ
ー
マ
が
語
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ス
を
め
ぐ
っ
て
は
、
人
々
が
各
自
の
端
末
で
そ
れ
ぞ
れ
の
興
味
関
心
を
忙
し
く
追
求
し
て
い
る
と
き
、
限
ら
れ
た

テ
ー
マ
に
「
公
衆
」
の
注
意
を
大
規
模
に
引
き
つ
け
る
情
報
伝
達
の
様
式
が
こ
れ
ま
で
ど
お
り
成
立
し
う
る
の
か
と
い
う
問
い
も
浮
上
す

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
い
を
、
伝
統
的
な
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
モ
デ
ル
に
あ
わ
せ
て
「
解
決
」
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
考
え
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
問
い
は
、
現
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
状
況
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
い
い
か
え
れ
ば
時
事

的
な
共
有
知
の
形
成
が
不
可
避
的
に
直
面
す
る
社
会
的
条
件
を
指
し
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
条
件
に
向
き
合
う
こ
と
は
、
さ
ら
な
る

理
論
的
前
進
の
出
発
点
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
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（
1
）
引
用
し
た
外
国
語
文
献
で
邦
訳
書
の
あ
る
も
の
は
参
照
し
、
該
当
頁
数
を
割
注
に
示
し
た
。
た
だ
し
、
引
用
文
に
つ
い
て
は
か
な
ら
ず
し
も
邦

訳
書
に
は
し
た
が
っ
て
い
な
い
。
引
用
文
中
の
〔　

〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
挿
入
で
あ
る
。
な
お
、
翻
訳
書
の
底
本
が
参
照
で
き
な
か
っ
た
場
合

は
、
私
が
参
照
し
た
原
書
の
頁
数
を
示
し
た
。
ま
た
、
引
用
文
中
の
割
注
は
煩
瑣
に
な
る
た
め
省
略
し
た
。

（
2
）
こ
の
こ
と
も
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
、
議
論
の
焦
点
を
明
確
に
す
る
た
め
、
報
道
を
主
た
る
対
象
と
し
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

（
3
）
メ
デ
ィ
ア
技
術
を
用
い
た
公
開
（Publizierung

）
に
よ
る
独
自
の
シ
ス
テ
ム
形
成
に
着
目
し
た
Ｆ
・
マ
ル
ツ
ィ
ン
コ
ウ
ス
キ
の
著
作

（M
arcinkow

ski 1993

）
も
こ
の
時
期
に
発
表
さ
れ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
者
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に

お
け
る
シ
ス
テ
ム
論
の
導
入
に
関
し
て
は
、
林
（2003, 2005

）
も
参
照
。

（
4
）
ゲ
ル
ケ
と
コ
ー
リ
ン
グ
が
こ
の
よ
う
な
視
点
を
打
ち
出
し
た
初
期
の
文
献
と
し
て
、Görke und K

ohring

（1996: 17

）
参
照
。
社
会
シ
ス
テ

ム
の
境
界
は
意
味
的
に
定
義
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
見
地
か
ら
は
、
ル
ー
マ
ン
と
と
も
に
マ
ル
ツ
ィ
ン
コ
ウ
ス
キ
も
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

（K
ohring und H

ug 1997: 31; K
ohring 2004: 193

─194

）。
日
本
で
は
林
（2002: 119

）
が
ル
ー
マ
ン
に
つ
い
て
同
様
の
批
判
を
行
っ
て
い

る
。

（
5
）
ル
ー
マ
ン
は
、
社
会
の
内
部
で
分
出
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
環
境
の
相
互
依
存
を
観
察
す
る
シ
ス
テ
ム
は
存
在
し
な
い
と
考
え
た
。「
環

境
と
の
相
互
依
存
を
知
覚
す
る
た
め
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
は
社
会
に
は
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
機
能
的
分
化
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
サ
ブ
シ
ス
テ

ム
が
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
が
存
在
す
る
と
し
た
ら
、
社
会
そ
れ
自
体
が
そ
の
社
会
の
な

か
に
も
う
一
度
現
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
」（Luhm

ann 1984: 645=1995: 869

）。
コ
ー
リ
ン
グ
は
、
こ
の
点
を
批
判
し
、
公
共
圏

こ
そ
が
そ
の
よ
う
な
観
察
を
担
う
独
自
の
領
域
だ
と
論
じ
て
い
る
（K

ohring 2006: 167, A
nm

.3

）。
Ｊ
・
ゲ
ア
ハ
ル
ツ
も
、
公
共
圏
が
社
会
に

お
け
る
独
自
の
部
分
シ
ス
テ
ム
た
り
う
る
か
と
い
う
検
討
を
行
っ
て
い
る
が
、
彼
は
公
共
圏
の
分
出
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
形
成
に
よ
っ
て
初
め
て

可
能
と
な
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
（Gerhards 1994: 84
）。
こ
れ
に
対
し
て
（
後
述
す
る
よ
う
に
）、
コ
ー
リ
ン
グ
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の

外
部
に
も
公
共
圏
を
み
い
だ
し
て
い
る
。

（
6
）
こ
の
定
式
化
は
、
複
数
の
領
域
に
お
い
て
同
時
に
意
味
を
持
つ
よ
う
な
出
来
事
の
観
察
に
関
す
る
ル
ー
マ
ン
の
議
論
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。

「
観
察
の
特
別
な
は
た
ら
き
は
、
と
り
わ
け
、
多
シ
ス
テ
ム
帰
属
性

0

0

0

0

0

0

0

0

（M
ehrsystem

zugehörigkeit

）
を
持
つ
出
来
事
を
統
一
体
と
し
て
同
定
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

う
る

0

0

と
い
う
点
に
あ
る
。
…
…
観
察
者
は
、
政
治
的
に
誘
導
さ
れ
た
法
改
正
を
統
一
体
と
し
て
観
察
で
き
る
し
、
支
払
い
を
法
的
義
務
の
履
行
と

捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
」（Luhm

ann 1990: 88

─89=2009: 74

─75

）。
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四

（
7
）
筆
者
が
確
認
し
た
限
り
で
、
コ
ー
リ
ン
グ
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
記
述
に
お
い
て
「
遂
行
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
用
語
を
最
初
に
使
っ
た
の
は

K
ohring

（1997: 251

）
で
あ
る
。

（
8
）
も
っ
と
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
あ
る
出
来
事
に
「
多
シ
ス
テ
ム
帰
属
性
」
を
み
い
だ
し
て
報
道
し
た
と
し
て
も
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
が
同
じ
よ

う
に
受
け
止
め
る
か
否
か
は
別
で
あ
る
。「
報
道
さ
れ
た
出
来
事
が
、
実
際
に
も
多
シ
ス
テ
ム
帰
属
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
か
、
そ

の
よ
う
な
文
脈
で
慎
重
に
受
け
止
め
ら
れ
る
か
を
決
め
る
の
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
〔
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
で
あ
る
〕
公
衆
に
他
な
ら
な
い
」

（K
ohring 2016: 172

）。

（
9
）
原
語
で
は
、
コ
ー
リ
ン
グ
と
ル
ー
マ
ン
は
と
も
にÖ

ffentlichkeit

と
い
う
同
一
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
内
容
は
異
な
る
。
前

者
がÖ

ffentlichkeit
を
あ
る
特
質
を
持
つ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
領
域

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
定
式
化
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
シ
ス
テ
ム
境
界
に

対
す
る
反
省
的
な
観
察
の
様
式

0

0

0

0

0

と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
両
者
の
定
式
化
の
違
い
を
考
慮
し
て
前
者
の
意
味
で
述
べ
る
場
合
は
「
公
共

圏
」、
後
者
に
つ
い
て
は
「
公
共
性
」
と
訳
し
分
け
る
こ
と
に
す
る
。

（
10
）
林
（2003: 56

）
は
、
ゲ
ル
ケ
の
議
論
に
つ
い
て
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

（
11
）
ニ
ュ
ー
ス
の
選
択
性
の
問
題
で
は
な
く
、
ニ
ュ
ー
ス
の
「
事
実
」
性
に
焦
点
を
あ
て
た
議
論
も
行
わ
れ
て
い
る
。
伊
藤
（2018

）
は
、
現
在
の

メ
デ
ィ
ア
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
厳
し
い
挑
戦
を
受
け
て
い
る
と
い
う
認
識
の
も
と
で
、
ル
ー
マ
ン
の
社
会
シ
ス
テ
ム
論
を

援
用
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
報
じ
る
「
現
実
」
の
被
構
築
性
を
論
じ
て
い
る
。
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