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3　　　凡　　例

凡　
　

例

一
、
本
書
はJürgen H

aberm
as, Legitim

ationsproblem
e im

 Spätkapitalism
us, suhrkam

p V
er-

lag, 1973

の
全
訳
で
あ
る
。

一
、
著
者
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
原
注
は
、
原
書
で
は
通
し
番
号
に
な
っ
て
い
る
が
、
編
集
の
都
合
上
、
章

ご
と
に
番
号
を
つ
け
、（
1
）の
よ
う
に
表
記
し
、
巻
末
に
記
し
た
。

一
、
訳
注
は
章
ご
と
に
番
号
を〔
1
〕の
よ
う
に
つ
け
巻
末
に
示
す
か
、
も
し
く
は
本
文
中
に
割
注〔　

〕と
し

て
活
字
の
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
し
て
示
し
た
。

一
、
本
文
お
よ
び
原
注
に
お
け
る（　

）は
、
著
者
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
用
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
引
用
文
中
に
お
け
る［　

］は
、
著
者
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

一
、
本
文
お
よ
び
原
注
に
お
け
る〔　

〕は
、
訳
者
に
よ
る
補
足
を
あ
ら
わ
す
。

一
、
本
文
に
お
け
る《　

》は
、
文
意
を
明
確
に
す
る
た
め
訳
者
が
適
宜
使
用
し
た
。

一
、
本
文
お
よ
び
原
注
に
お
け
る
誤
記
、
誤
植
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
は
訂
正
し
て
訳
出
し
た
が
、
い
ち
い
ち

明
示
し
て
い
な
い
。
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一
、
原
文
に
お
け
る
イ
タ
リ
ッ
ク
体
は
、
著
者
に
よ
る
強
調
の
場
合
は
訳
文
で
は
原
則
と
し
て
傍
点
で
示
す

が
、
強
調
で
は
な
い
場
合
は
傍
点
を
付
さ
な
い
。
ま
た
、
小
見
出
し
が
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
場
合
は
、
訳

文
で
は
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
示
す
。

一
、
著
者
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
他
の
文
献
か
ら
の
引
用
は
、
既
訳
の
あ
る
も
の
は
書
誌
に
つ
い
て
の
情
報

を
掲
げ
る
よ
う
に
つ
と
め
た
が
、
か
な
ら
ず
し
も
網
羅
的
で
あ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

引
用
の
訳
文
に
つ
い
て
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
本
訳
書
の
訳
者
に
よ
っ
て
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ

と
を
お
断
り
し
、
訳
者
の
方
々
に
は
御
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
御
寛
恕
を
乞
う
。

一
、
原
文
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
長
大
で
あ
る
た
め
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
適
宜
改
行
し
た
箇
所
に
つ
い
て

は
、
訳
注
で
そ
の
旨
を
明
記
す
る
。

一
、
訳
注
に
お
け
る
「
ド
イ
ツ
」
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
西
ド
イ
ツ（
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
）を
さ
す
。



5　　　まえがき

ま
え
が
き

マ
ル
ク
ス
の
危
機
の
理
論
は
、
当
時
と
は
異
な
る
「
後
期
資
本
主
義
」
と
い
う
現
実
に
適
用
さ
れ
る

と
い
ろ
い
ろ
な
問
題
点
が
生
じ
て
く
る
。
そ
こ
か
ら
、
古
い
定
理
を
と
ら
え
な
お
し
た
り
、
そ
れ
に
か

わ
る
新
し
い
危
機
の
定
理
を
展
開
す
る
と
い
う
興
味
深
い
試
み
が
生
ま
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
の〔
マ
ッ
ク

ス
・
プ
ラ
ン
ク
〕研
究
所
で
は
、
経
験
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
準
備
段
階
で
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
も

試
し
て
み
た
。
こ
の
論
文
の
第
二
章
に
お
け
る
議
論
の
ス
ケ
ッ
チ
は
、
そ
う
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
め

ぐ
る
討
論
か
ら
わ
た
し
が
学
ん
だ
こ
と
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
慣
行
に
そ
む
い
て
研

究
所
の
内
部
文
書
の
参
照
を
指
示
し
て
い
る
の
は
、
わ
た
し
が
そ
の
な
か
に
い
る
論
争
の
文
脈
を
見
て

と
れ
る
よ
う
に
し
、
と
り
わ
け
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
け
っ
し
て
合
意
に
達
し
て
い
な
い
そ
う
し
た
議

論
の
未
完
結
性
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
く
わ
え
て
い
う
な
ら
、
き
わ
め
て
一
般
的
な
性
格
を
も
つ
仮
説

構
造
の
解
明
を
経
験
的
な
成
果
と
混
同
さ
れ
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
一
章
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
な
性
格
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
社
会
進
化
の
理
論
は
社
会
理
論
の
基
礎
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で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
ん
に
ち
で
も
ま
だ
あ
ま
り
十
分
に
は
発
展
し
て
い
な
い
。

他
方
で
、
第
三
章
の
両
立
困
難
な
結
論
を
導
く
よ
う
な
性
格
に
よ
っ
て
、
現
代
の
社
会
構
成
体
の
理
論

の
内
容
上
の
問
題
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
の
枠
組
み
の
な
か
で
解
明
す
る
こ
と
の

で
き
る

★

―
―

★

近
い
う
ち
に
示
し
た
い
と
思
っ
て
い
る

★

―
―

★

基
礎
に
か
か
わ
る
問
題
と
の
あ
い
だ
の
緊
密

な
関
連
性
が
明
ら
か
に
な
る
（
1 
）。

一
九
七
三
年
二
月　

シ
ュ
タ
ル
ン
ベ
ル
ク

 

Ｊ
・
Ｈ　
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11　　　第 1 章　社会科学的な危機の概念

第
一
章　

社
会
科
学
的
な
危
機
の
概
念

第
一
節　

シ
ス
テ
ム
と
生
活
世
界

「
後
期
資
本
主
〕
1
〔
義
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
ひ
と
は
、
社
会
の
発
展
は
、〔
自
由
主
義
的
な
自
由

放
任
政
策
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
〕国
家
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
資
本
主
義
に
お
い
て
も
や
は
り
、「
矛
盾

に
満
ち
た
」、
あ
る
い
は
危
機
に
瀕
し
た
状
態
で
進
行
し
て
い
る
、
と
い
う
仮
説
を
た
て
て
い
る
わ
け

で
あ
る
（
1 
）。
そ
こ
で
ま
ず
、
危
機
と
い
う
概
念
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
。

危
機
の
概
念
は
、
学
問
的
な
議
論
に
入
る
以
前
に
医
療
で
の
用
語
法
で
お
な
じ
み
で
あ
る
。
そ
の
さ

い
、
わ
れ
わ
れ
が
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
病
気
の
進
行
過
程
に
お
い
て
、
生
体
・
有
機
体
の
自
然
治
癒

力
が
快
復
す
る
の
に
十
分
あ
る
か
ど
う
か
が
決
ま
る
局
面
で
あ
る
。
病
気
と
い
う
危
機
的
な
経
過
は
、

な
に
か
客
体
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
と
え
ば
、
感
染
症
は
生
体
へ
の
外
部
か

ら
の
作
用
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
、
そ
の
生
体
が
そ
う
で
あ
る
べ
き
状
態
、
す
な
わ
ち
健
康
と
い
う
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正
常
な
状
態
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
、
経
験
的
な
数
値
を
用
い
て
そ

れ
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
患
者
の
意
識
は
い
か
な
る
役
割
も
果
た
し
て
い
な
い
こ
と

に
な
る
。
患
者
が
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
か
、
病
気
を
ど
の
よ
う
に
体
験
し
て
い
る
の
か
は
、
せ

い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
患
者
自
身
は
ほ
と
ん
ど
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

る
出
来
事
の
徴
候
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
医
療
の
現
場
で
生
き
る
か
死
ぬ
か
と
い
う
段
に

お
よ
ん
で
、
そ
れ
が
た
ん
に
外
部
か
ら
観
察
さ
れ
る
客
体
的
・
客
観
的
な
経
過
の
問
題
で
し
か
な
く
、

患
者
の
主
体
性
・
主
観
性
は
こ
の
経
過
に
ま
っ
た
く
巻
き
込
ま
れ
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は

そ
の
よ
う
な
も
の
を
危
機
と
は
い
わ
な
い
だ
ろ
う
。
危
機
を
、
そ
こ
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
人
間
の
内

面
的
な
観
点
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
患
者
が
病
気
の
客
体
性
に
た
い
し
て
無
力
感
を

覚
え
る
の
は
、
た
だ
、
み
ず
か
ら
の
力
を
完
全
に
掌
握
し
た
主
体
で
あ
る
可
能
性
を
一
時
的
に
奪
わ
れ
、

受
動
的
で
あ
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
た
主
体
に
な
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
危
機
に
、
通
常
で
あ
れ
ば
主
体
に
当
然
あ
る
は
ず
の
主
権
の
一
部
を
剥
奪
す
る
客
体
的

な
暴
威
の
イ
メ
ー
ジ
を
結
び
つ
け
て
い
る
わ
け
だ
。
と
す
れ
ば
、
あ
る
経
過
を
危
機
と
と
ら
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
暗
黙
の
う
ち
に
そ
の
経
過
に
規
範
的
な
意
味
を
あ
た
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
危
機
を
解

決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
危
機
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
主
体
を
解
放
す
る
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
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こ
の
こ
と
は
、
医
療
に
お
け
る
危
機
の
概
念
か
ら
演
劇
の
危
機
の
概
念
に
目
を
転
じ
る
と
い
っ
そ
う
は

っ
き
り
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
い
た
る
古
典
美
学
に
お
い
て
は
、
危
機
は
事
の
な

り
ゆ
き
の
運
命
的
な
転
換
点
を
意
味
す
る
。
危
機
は
、
た
と
え
客
体
的
で
は
あ
っ
て
も
、
外
部
か
ら
降

り
か
か
っ
て
く
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
に
お
ち
い
っ
た
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
に
と
っ
て
縁
遠
い
も
の
で
あ
り
つ
づ
け
る
の
で
も
な
い
。
芝
居
の
筋
書
き
で
は
葛
藤
が
尖
鋭
化
し
て

破
局
を
迎
え
る
と
い
う
か
た
ち
で
矛
盾
が
表
現
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
矛
盾
は
、
筋
書
き
全
体
の
構
造

と
主
人
公
た
ち
自
身
の
役
柄
の
設
定
の
な
か
に
あ
ら
か
じ
め
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
登

場
人
物
が
新
た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
運
命
の
神
話
的
な
暴
威
を
打
ち
砕

き
、
み
ず
か
ら
の
自
由
を
取
り
も
ど
す
だ
け
の
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
運
命
は
成
就

さ
れ
て
し
ま
い
、
規
範
の
衝
突
が
あ
ら
わ
に
な
る
な
か
で
、
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
砕
け
散
っ

て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
古
典
悲
劇
か
ら
得
ら
れ
る
危
機
の
概
念
に
対
応
す
る
格
好
に
な
る
の
が
救
済
史

に
見
ら
れ
る
危
機
の
概
念
で
あ
る
（
2 
）。

こ
の
思
考
パ
タ
ー
ン
は
、
一
八
世
紀
の
歴
史
哲
学
を
へ
て
一
九
世

紀
の
進
化
論
的
な
社
会
理
論
の
な
か
に
入
り
込
ん
で
い
る
（
3 
）。

か
く
て
マ
ル
ク
ス
が
社
会
科
学
的
な
体シ
ス
テ
ム制

危
機
の
概
念
を
は
じ
め
て
展
開
す
る
わ
け
で
あ
る
（
4 
）。
わ
れ
わ
れ
が
こ
ん
に
ち
、
社
会
的
な
危
機
と
か
経

済
的
な
危
機
な
ど
と
い
っ
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
背
景
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
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〔
一
九
〕三
〇
年
代
初
頭
の
大
恐
慌
に
つ
い
て
語
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
の
主
張
を
思
い
出

さ
せ
る
も
の
を
聞
き
取
ら
ず
に
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
た
し
は
、
マ
ル
ク
ス
の
危
機〔
恐慌

〕論
の

学
説
史
を
解
明
す
る
た
め
に
新
た
な
要
素
を
つ
け
く
わ
え
る
の
で
は
な
く
（
5 
）、
社
会
科
学
で
利
用
で
き
る

危
機
の
概
念
を
体
系
的
な
視
点
か
ら
導
入
し
た
い
と
思
う
。

こ
ん
に
ち
の
社
会
科
学
で
取
り
上
げ
る
に
あ
た
い
す
る
の
は
、
シ
ス
テ
ム
理
論
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ

た
危
機
の
概
念
で
あ
る
（
6 
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
危
機
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
構
造
に
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の

存
続
維
持
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
よ
り
も
乏
し
い
問
題
解
決
の
可
能
性
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
場
合

に
生
ず
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
危
機
と
は〔
シ
ス
テ
ム
の
構
成
要
素
間
の
関
係
に
着
目
す
る
〕シ
ス
テ
ム

0

0

0

0

統
合

0

0

に
た
い
す
る
持
続
的
な
障
害
で
あ
る
。
こ
の
と
ら
え
か
た
の
社
会
科
学
的
な
有
効
性
に
対
抗
し
て
、

そ
れ
は
制
御
能
力
に
た
い
す
る
「
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
」
過
剰
な
要
求（
あ
る
い
は
制
御
問
題
の
「
構
造

的
」
な
解
決
不
可
能
性
）の
内
的
な

0

0

0

原
因
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
、
と
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

社
会
の
シ
ス
テ
ム
危
機
も
、〔
シ
ス
テ
ム
の
外
部
で
あ
る
〕環
境
の
偶
然
的
な
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
の

で
は
な
く
、
互
い
に
一
致
し
え
な
い
の
に
序
列
化
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
構
造
的
な
素
因
に
由
来
す

る
シ
ス
テ
ム
の
諸
々
の
要
請
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
構
造
的
な
素
因
に
由
来
す
る
矛

盾
を
こ
れ
だ
と
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
シ
ス
テ
ム
の
存
続
に
と
っ
て
重
要
な
構
造
を
挙
示
す
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る
こ
と
が
で
き
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
構
造
を
、
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
同ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

一
性
を
喪

失
さ
せ
る
こ
と
な
く
変
化
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
要
素
か
ら
区
別
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ス
テ
ム

理
論
に
よ
る
社
会
的
な
危
機
の
概
念
に
た
い
し
て
根
本
的
な
疑
念
が
生
ず
る
の
は
、
シ
ス
テ
ム
理
論
の

用
語
で
は
社
会
シ
ス
テ
ム
の
境
界
や
存
続
を
一
義
的
に
規
定
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
か
ら
で
あ
る
（
7 
）。

生
体
・
有
機
体
は
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
明
確
な
境
界
を
も
っ
て
い
る
。
有
機
体
の
存
続
は
、
経

験
的
に
挙
示
で
き
る
許
容
範
囲
内
で
の
み
変
動
す
る
目
標
値
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
た

い
し
て
社
会
シ
ス
テ
ム
は
、
シ
ス
テ
ム
の
要
素
も
し
く
は
目
標
値
を
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
両
方
を
変
化

さ
せ
、
新
た
な
制
御
水
準
に
お
い
て
自
己
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
剰
に
複
雑
な
環
境
の
な
か

で
自
己
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
シ
ス
テ
ム
が
み
ず
か
ら
の
境
界
と
存
続
の
い
ず
れ
を

も
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
維
持
を
は
か
る
と
、
シ
ス
テ
ム
の
同
一
性
は
不
明
瞭
に
な
る
。

ま
っ
た
く
同
じ
シ
ス
テ
ム
変
化
を
、
シ
ス
テ
ム
の
学
習
過
程
や
変
動
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、

解
体
過
程
や
崩
壊
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
た

の
か
、
そ
れ
と
も
旧
来
の
シ
ス
テ
ム
が
た
ん
に
再
生
し
た
だ
け
な
の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
る
の
か
を

一
義
的
に
識
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
社
会
シ
ス
テ
ム
の
あ
ら
ゆ
る
構
造
変
動

が
そ
れ
だ
け
で
危
機
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
目
標
値
が
変
動
し
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た
と
し
て
も
、
存
続
を
危
機
に
お
ち
い
ら
せ
ず
、
そ
の
同
一
性
の
喪
失
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
な
許
容

範
囲
は
、
シ
ス
テ
ム
理
論
の
客
観
主
義
的
な
立
場
か
ら
は
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
明
ら
か
で

あ
る
。〔
シ
ス
テ
ム
理
論
で
は
〕シ
ス
テ
ム
は
主
体
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
ま
だ
学
問
的
な

議
論
に
入
る
前
の
段
階
で
の
用
語
法
が
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
、
危
機
に
巻
き
込
ま
れ
う
る
の
は
主

体
・
主
観
だ
け
な
の
で
あ
る
。
社
会
の
成
員
が
構
造
変
動
を
存
続
の
危
機
と
し
て
経
験
し

0

0

0

、
み
ず
か
ら

の
社
会
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
場
合
に
だ
け
、
わ
れ
わ
れ
は
危
機
を

云
々
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
シ
ス
テ
ム
統
合
の
障
害
が
シ
ス
テ
ム
の
存
続
を
脅
か
す
の
は
、〔
主
体
＝

行
為
者
間
の
関
係
に
着
目
す
る
〕社
会
統
合

0

0

0

0

が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
社
会
が

無ア
ノ
ミ
ー

規
範
的
に
な
る
ほ
ど
ま
で
に
規
範
的
構
造
の
合
意
の
基
礎
が
そ
こ
な
わ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
危

機
と
い
う
状
態
は
、
社
会
制
度
の
解
体
と
い
う
形
態
を
と
る
の
で
あ
る
（
8 
）。

社
会
シ
ス
テ
ム
も
そ
れ
ぞ
れ
の
同ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

一
性
を
も
つ
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
失
う
こ
と
も
あ
る
。
実
際
、

歴
史
家
は
、
国
家
の
革
命
的
変
動
や
帝
国
の
没
落
を
た
ん
な
る
構
造
変
動
か
ら
難
な
く
区
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
さ
い
、
歴
史
家
が
依
拠
す
る
の
は
、
シ
ス
テ
ム
の
成
員
が
互
い
に
同
じ
集
団
の
一
員

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
の
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
つ
う
じ
て
自
我
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
主
張
す
る
さ
い
の
解
釈
で
あ
る
。
歴
史
記
述
に
お
い
て
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
の
指
標
と
み
な
さ
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れ
て
い
る
の
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
証
す
る
解
釈
体
系
が
社
会
統
合
の
力
を
喪
失
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
ず
る
伝
統
の
断
絶
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
社
会
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
喪
失

す
る
の
は
、
社
会
の
な
か
の
後
続
世
代
が
か
つ
て
は
不
可
欠
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
伝
承
の
な
か
に
も

は
や
自
己
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、〔
自
己
の
再
認
と
い
う
〕こ
う

し
た
観
念
論
的
な
危
機
の
概
念
に
も
不
都
合
な
点
は
あ
る
。
伝
統
の
断
絶
は
少
な
く
と
も
不
精
確
な
基

準
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
伝
承
の
メ
デ
ィ
ア
や
歴
史
的
連
続
性
の
意
識
形
態
そ
の
も
の
も
歴
史
的
に

変
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
同
時
代
人
の
危
機
意
識
は
し
ば
し
ば
後
に
な
っ
て
ま
ち
が
い
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
は
、
そ
の
成
員
が
危
機
だ
と
い
う
と
き
に
の
み
、

ま
た
そ
う
い
う
と
き
に
は
い
つ
で
も
危
機
に
お
ち
い
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
社
会
の

危
機
が
意
識
現
象
だ
け
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
手
が

か
り
と
し
て
、
危
機
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
十
分
な
根
拠
の
あ
る
危
機
の
経
験
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。

危
機
の
経
過
に
客
観
性
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
未
解
決
の
制
御
問
題
か
ら
生
じ
る
と
い
う
事
情
に
よ

っ
て
い
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
は〔
シ
ス
テ
ム
の
〕制
御
問
題
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
さ
い
、
た
い
て
い
の
場
合
、
制
御
問
題
は
行
為
す
る
主
体
の
意
識
に
は
の
ぼ
っ
て
こ
な
い
。
け
れ



 18

ど
も
、
制
御
問
題
は
別
の
問
題
を
う
み
だ
し
、
そ
れ
が
独
特
な
し
か
た
で
主
体
の
意
識
に
影
響
を
お
よ

ぼ
す

★

―
―

★

社
会
統
合
が
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
問
題
は
、

こ
う
し
た
条
件
を
満
た
す
制
御
問
題
が
い
つ
生
じ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会

科
学
に
と
っ
て
適
切
な
危
機
の
概
念
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
シ
ス
テ
ム
統
合
と
社
会
統
合
と
の
関
連
性

を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
社
会
統
合
」
と
「
シ
ス
テ
ム
統
合
」
と
い
う
二
つ
の
こ
と
ば
は
異

な
る
理
論
的
伝
統
に
由
来
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
社
会
統
合
と
い
う
さ
い
に
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
は
、

発
話
し
行
為
す
る
主
体
が
そ
の
な
か
で
社
会
化
さ
れ
る
制
度
体
系
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
社
会
シ
ス
テ

ム
は
、
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
た
生
活
世
界

0

0

0

0

の
相
で
あ
ら
わ
れ
る
（
9 
）。

シ
ス
テ
ム
統
合
と
い
わ

れ
る
さ
い
に
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
は
、
自
己
調
整
的
な
シ
ス
テ
ム

0

0

0

0

に
特
有
の
制
御
の
遂
行
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
は
、
不
安
定
な
環
境
の
複
雑
性
の
処
理
を
つ
う
じ
て
み
ず
か
ら
の
境
界
と

存
続
を
維
持
す
る
能
力
と
い
う
相
で
あ
ら
わ
れ
る
。
生
活
世
界
と
シ
ス
テ
ム
と
い
う
こ
れ
ら
二
つ
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
に
は
十
分
に
根
拠
が
あ
る
と
し
て
も
、
問
題
は
こ
れ
ら
の
結
び
つ
き
で
あ
る
（
10 
）。

生
活
世
界
と

い
う
相
で
見
た
場
合
、
わ
れ
わ
れ
が
社
会
に
か
ん
し
て
主
題
に
す
る
の
は
規
範
的
構
造（
価
値
と
制
度
）

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
出
来
事
や
状
態
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ら
が
社
会
統
合
の
機
能（
パ

ー
ソ
ン
ズ
の
用
語
で
は
統
合
と
パ
タ
ー
ン
維
持
）に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
そ
れ
を
お
こ
な
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い
、
そ
の
一
方
で
シ
ス
テ
ム
の
非
規
範
的
な
構
成
要
素
は
制
限
条
件
と
み
な
す
。
シ
ス
テ
ム
と
い
う
相

で
見
た
場
合
、
わ
れ
わ
れ
が
社
会
に
か
ん
し
て
主
題
に
す
る
の
は
制
御
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
偶
発
性
の
余

地
の
拡
大
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
出
来
事
や
状
態
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
ら
が
シ
ス
テ
ム
統
合

の
機
能（
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
用
語
で
は
適
応
と
目
標
達
成
）に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
そ
れ
を
お

こ
な
い
、
他
方
で
目
標
値
は
与
件
と
み
な
す
。
社
会
シ
ス
テ
ム
を
生
活
世
界
と
し
て
把
握
す
る
場
合
に

は
制
御
の
相
が
覆
い
隠
さ
れ
、
社
会
を
シ
ス
テ
ム
と
し
て
理
解
す
る
場
合
に
は
、
妥
当
の
相
、
す
な
わ

ち
、
社
会
的
現
実
と
い
う
も
の
は
、
事
実
に
抗
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
妥
当
の
請
求〔
発
言
の
内

容
が
妥
当

で
あ
る
と
い
う

行
為
者
の
主
張

〕が
承
認
さ
れ
て
事
実
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
事
態
は
考
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

シ
ス
テ
ム
理
論
の
概
念
戦
略
は
、
た
し
か
に
規
範
的
構
造
を
も
そ
の
用
語
の
な
か
に
取
り
込
ん
で
は

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
か
な
る
社
会
シ
ス
テ
ム
で
も
、
制
御
の
中
枢
の
側
か
ら
そ
れ
を
と
ら
え
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
分
化
し
た
社
会
の
な
か
で
は
、
政
治
シ
ス
テ
ム
は（
分
化
独
立
し
た
制
御
の
中

枢
と
し
て
）、
社
会
文
化
シ
ス
テ
ム
（
11 
）と

経
済
シ
ス
テ
ム
に
た
い
し
て
上
位
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
つ

ぎ
の
図
は
あ
る
資
料
（
12 
）か

ら
採
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

社
会
進
化
は
、
生
産
力
の
発
展
、
シ
ス
テ
ム
自
律
性（
権
力
）の
増
大
、
規
範
的
構
造
の
変
化
と
い
う

三
つ
の
次
元
で
起
こ
る
が
、
シ
ス
テ
ム
理
論
の
分
析
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
環
境
の
複
雑
性
の



 20

縮
減
を
つ
う
じ
た
権
力
の
増
大
と
い
う
唯
一
の
次
元
に
写
し
出
さ
れ
る
。
こ

の
投
影
は
、
ル
ー
マ
ン
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
社
会
学
の
基
本
概
念
の
修
正
に

即
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
わ
た
し
は
別
の
論
考
で
（
13 
）、
真
理
や
正
当
性
も

し
く
は
適
切
性
の
よ
う
な
、
生
活
の
文
化
的
再
生
産
に
と
っ
て
不
可
欠
な
意

味
を
も
つ
妥
当
請
求
は
、
そ
れ
が
制
御
の
メ
デ
ィ
ア〔
媒体

〕と
し
て
把
握
さ

れ
、
権
力
や
貨
幣
、
信
頼
、
影
響
力
な
ど
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
と
同
じ
レ
ベ
ル

に
置
か
れ
る
と
、
討デ

ィ
ス
ク
ル
ス議
に
よ
っ
て
認
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味

を
失
う
と
い
う
点
の
証
明
を
試
み
た
。
シ
ス
テ
ム
理
論
が
そ
の
対
象
領
域
と

し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
経
験
的
な
出
来
事
や
状
態
だ
け
で
あ
り
、

妥
当
の
問
題

0

0

0

0

0

を
行
動
の
問
題

0

0

0

0

0

に
変
換
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
た
め
ル
ー
マ

ン
は
つ
ね
に
、
認
識
や
討
議
、
行
為
や
規
範
、
支
配
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
正

当
化
と
い
っ
た
諸
概
念
の
練
り
な
お
し
を
、
有
機
体
シ
ス
テ
ム
の
営
み
と
社

会
シ
ス
テ
ム
の
営
み
と
の
分
化
が
そ
こ
で
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
分
岐
点
よ

り
も
前
の
段
階
で
お
こ
な
う
の
で
あ
る（
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、
分
化
の
た

め
の
基
本
概
念
と
し
て
意
味
と
否
定
を
導
入
す
る
と
い
う
ル
ー
マ
ン
の
試
み

規範体系の前政治的な規定要因

社会国家的な給付

財源調達
社会文化
システム

政治・
行政
システム

経済
システム 大衆の忠誠

制御の作用


