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第
一
章

出

発

点

本
稿
は
、
至
極
単
純
な
疑
問
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
な
ぜ
、
消
費
者
法
や
消
費
者
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、
現
代
消
費
社
会
論

コ
ン
シ
ュ
マ
ー
リ
ズ
ム
の
倫
理
と
消
費
社
会
の
精
神
？

―
―
消
費
社
会
の
法
社
会
学

序
論
―
―

河

野

良

継

第
一
章

出

発

点

第
二
章

法
に
お
け
る
コ
ン
シ
ュ
マ
ー
リ
ズ
ム

第
三
章

市
民
社
会
の
倫
理

第
四
章

消
費
社
会
の
精
神

「
消
費
の
原
則
と
目
的
が
享
受
で
な
い
こ
と
の
最
良
の
証
明
の
ひ
と
つ
は
、

享
受
が
今
日
で
は
権
利
や
楽
し
み
と
し
て
で
は
な
く
、
市
民
の
義
務
と
し
て

強
制
さ
れ
制
度
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ（
１
）

る
」。

（
ジ
ャ
ン
・
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
『
消
費
社
会
の
神
話
と
構
造
』）

（阪大法学）５４（１―１１９）１１９〔２００４．５〕



が
論
攷
の
対
象
と
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？

確
か
に
、
現
代
が
消
費
社
会
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
文
献
は
多
数
存
在
す
る
。

し
か
し
、
消
費
社
会
論
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
い
る
文
献
を
、
筆
者
は
―
―
も
ち
ろ
ん
筆
者
の
非
常
に
狭
い
知
見
の
範
囲

内
で
は
あ
る
が
―
―
知
ら
な
い
。
今
日
の
消
費
者
法
を
語
る
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
文
献
で
あ
る
大
村
敦
志
の
『
消
費
者
法
』

で
さ
え
、
消
費
社
会
の
出
現
を
簡
単
に
説
明
し
た
上
で
、「
こ
う
し
て
消
費
は
、
新
た
な
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
と
な
っ
た
。
消
費
は
、

も
は
や
生
存
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、「
他
人
と
の
差
異
を
示
し
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
を
獲
得
す
る
た
め
の
記
号
的
・
象
徴
的
な
営
み
」

と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
こ
れ
を
消
費
の
「
社
会
学
的
定
義
」
と
呼
ん
で
お
こ（
２
）

う
）」
と
述
べ
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
消
費
者
法
や
消
費

者
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
消
費
社
会
論
を
括
弧
に
入
れ
て
、
無
視
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
別
に
日
本
の
法
律
学
に

限
っ
た
話
で
は
な（
３
）

い
。
確
か
に
、
消
費
者
問
題
に
取
り
組
む
法
律
家
や
市
民
・
市
民
団
体
等
に
、
消
費
社
会
論
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
責
務
な
ど
存
在
す
る
は
ず
も
な
い
し
、
筆
者
も
強
要
す
る
つ
も
り
な
ど
全
く
な
い
。
消
費
「
社
会
論
」
な
の
だ
か
ら
、「
社
会
」

の
学
を
標
榜
す
る
学
問
が
取
り
組
め
ば
す
む
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
法
社
会
学
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
消
費
社
会
論
に
正
面

か
ら
取
り
組
ん
だ
文
献
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
こ
こ
十
数
年
、
法
社
会
学
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
論
と
の
対
話

を
通
し
て
自
ら
の
社
会
理
論
性
を
高
め
て
き（
４
）

た
。
し
か
し
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
論
じ
る
上
で
、
消
費
現
象
を
語
る
こ
と
が
ほ
ぼ
常
識
と

化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら（
５
）

ず
、
法
社
会
学
は
消
費
社
会
論
に
対
し
て
奇
妙
に
も
沈
黙
し
た
ま
ま
で
あ（
６
）

る
。
当
然
、
こ
れ
は
法
社
会
学

に
限
ら
ず
基
礎
法
学
全
体
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
消
費
社
会
論
の
側
に
し
て
も
、
消
費
者
問
題
や
消
費
者
の
権
利
と

い
っ
た
議
論
を
、
自
ら
の
議
論
の
枠
組
で
論
じ
て
い
る
と
は
到
底
言
い
難
い
の
で
、
一
方
的
に
法
社
会
学
や
基
礎
法
学
の
怠
慢
と
決
め

つ
け
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
自
由
か
つ
安
全
な
消
費
活
動
の
保
証
を
志
向
す
る
法
の
射
程
と
、
現
代
的
消
費
の
特
異
性
を
指
摘
す
る
消
費
社
会
論
の

射
程
は
、
全
く
異
な
る
。
お
そ
ら
く
、
消
費
社
会
論
の
議
論
は
、
法
と
い
う
観
点
か
ら
社
会
を
、
そ
し
て
社
会
規
範
や
理
念
を
、
検
討

論 説
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す
る
に
は
全
く
不
適
切
な
議
論
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
全
く
噛
み
合
わ
な
い
と
さ
え
言
え
る
。
で
は
何
故
噛
み
合
わ
な
い
の
で
あ

ろ
う
か
？

本
稿
は
、
こ
の
疑
問
に
答
え
よ
う
と
す
る
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
は
、
何
か
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
の

論
稿
で
は
な
く
、
問
題
の
真
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
、
換
言
す
れ
ば
、
本
当
の
「
問
い
」
を
見
い
だ
す
た
め
の
論
稿
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
疑
問
は
、
あ
く
ま
で
仮
の
問
い
で
あ
っ
て
、
問
わ
れ
る
べ
き
本
当
の
問
い
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い

る
。
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
本
稿
は
、
消
費
者
問
題
の
法
的
議
論
を
探
求
す
る
こ
と
で
、
法
的
議
論
が
自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
消
費

す
る
個
人
の
主
体
性
、
す
な
わ
ち
自
由
で
自
主
的
に
判
断
す
る
法
的
人
格
の
主
体
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
何
故
そ
う
し
た
主

体
性
が
今
日
で
は
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
法
的
議
論
に
お
い
て
認
識
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
提
と
し
続
け
て
い
る
の
か
と

い
う
問
題
を
、
消
費
社
会
論
の
文
脈
で
再
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
、

近
代
法
が
想
定
し
て
い
た
自
由
で
自
主
的
に
判
断
す
る
法
的
人
格
の
主
体
性
の
意
味
が
、
本
来
想
定
さ
れ
て
い
た
趣
旨
と
は
異
な
る
性

質
を
孕
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
提
示
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
以
上
の
趣

旨
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
本
稿
に
は
、
消
費
者
法
や
消
費
者
問
題
に
寄
与
す
る
点
な
ど
何
一
つ
な
い
、
と
断
言
し
て
お
（
７
）

く
。

な
お
、
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
は
、
こ
う
し
た
意
図
を
籠
め
て
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
も
ち
ろ
ん
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

ー
バ
ー
（M

ax
W

eber

）
の
あ
の
あ
ま
り
に
も
有
名
な
著（
８
）

作
か
ら
借
り
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
本
稿
の
直
接
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ

た
の
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ネ
オ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
主
義
者
の
コ
リ
ン
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
（C

olin
C

am
pbell

）

の
著
作
『
ロ
マ
ン
主
義
の
倫
理
と
現
代
コ
ン
シ
ュ
マ
ー
リ
ズ
ム
の
精（
９
）

神
』
で
あ
る
。
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
二
章
で
は
、
特
に
日
本
に
お
け
る
消
費
者
問
題
を
め
ぐ
る
法
的
議
論
を
中
心
に
、

消
費
者
問
題
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
共
通
了
解
の
構
造
を
探
求
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
消
費
者
問
題
の
議
論
の
ベ
ー
ス
に
、
自

由
か
つ
独
立
し
た
個
人
主
体
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、
第
三
章
で
は
、
こ
の
自
由
か
つ
独
立
し
た
個
人
主

コンシュマーリズムの倫理と消費社会の精神？
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体
の
自
由
な
活
動
が
保
証
さ
れ
て
い
る
社
会
、
す
な
わ
ち
市
民
社
会
を
め
ぐ
る
複
数
の
立
場
を
検
討
し
、
そ
れ
ら
の
議
論
が
共
通
に
有

し
て
い
る
倫
理
性
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
第
四
章
に
お
い
て
、
現
代
消
費
社
会
論
を
検
討
し
た
上
で
、
先
述
の

キ
ャ
ン
ベ
ル
の
議
論
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
以
上
の
作
業
を
経
た
上
で
、
最
後
に
僅
か
で
は
あ
る
が
、
現
代
消
費
社
会
論
か
ら
消

費
者
問
題
の
議
論
を
再
定
位
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

第
二
章

法
に
お
け
る
コ
ン
シ
ュ
マ
ー
リ
ズ
ム

（
一
）
消
費
者
の
自
立
性

一
九
六
八
年
に
公
布
・
施
行
さ
れ
た
消
費
者
保
護
基
本
法
は
、
経
済
復
興
を
成
し
遂
げ
、「
豊
か
な
社
会
」
へ
の
仲
間
入
り
を
果
た

し
た
日
本
社
会
に
お
い
て
、
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
消
費
者
問
題
に
対
し
て
、
消
費
者
保
護
が
国
家
の
法
政
策
目
標
で
あ
る
こ
と
を

明
言
し
た
法
律
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
法
律
の
第
一
条
に
お
い
て
、「
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
関
し
、
国
、
地
方
公
共

団
体
及
び
事
業
者
の
果
た
す
べ
き
責
務
並
び
に
消
費
者
の
果
た
す
べ
き
役
割
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
文
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
こ
の
法
律
は
、
行
政
機
関
の
責
務
と
果
た
す
べ
き
施
策
、
事
業
者
の
責
務
を
規
定
し
て
い
る
の
と
同
時
に
、
社
会
に
お

け
る
消
費
者
の
位
置
づ
け
を
も
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
五
条
に
お
い
て
、「
消
費
者
は
、
経
済
社
会
の
発
展
に
即
応
し
て
、
み
ず

か
ら
す
す
ん
で
消
費
生
活
に
関
す
る
必
要
な
知
識
を
修
得
す
る
と
と
も
に
、
自
主
的
か
つ
合
理
的
に
行
動
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
に

よ
つ
て
、
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
消
費
者
に
対
し
て
、
努
力
目

標
と
し
て
、
知
識
の
習
得
と
合
理
的
な
行
動
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
第
一
二
条
で
、「
国
は
、
消
費
者
が
自
主
性
を
も
つ

て
健
全
な
消
費
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
商
品
及
び
役
務
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
情
報
の
提
供
、
生
活
設

計
に
関
す
る
知
識
の
普
及
等
消
費
者
に
対
す
る
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
消
費
生
活
に
関
す
る
教
育
を
充
実
す
る
等
必
要
な

論 説
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施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
、
消
費
者
が
「
健
全
な
」
努
力
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
国
が
、
消
費

者
啓
蒙
・
消
費
者
教
育
の
担
い
手
と
な
る
こ
と
の
必
要
性
を
唱
え
て
い
る
。
こ
の
法
律
の
条
文
を
読
み
さ
え
す
れ
ば
、
国
家
が
消
費
者

に
対
し
て
、
一
定
程
度
の
要
求
水
準
を
呈
示
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
要
求
水
準
を
満
た
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
国
家
が

支
援
す
る
と
い
う
論
理
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。「
消
費
者
」
と
は
、
法
が
規
定
す
る
「
役
割
」
で
あ
っ
て
、
社
会

的
に
要
請
さ
れ
る
行
為
モ
デ
ル
が
そ
こ
に
発
生
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ（
１０
）

る
。
と
も
あ
れ
、
六
〇
年
代
以
降
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

や
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
設
置
を
中
心
と
し
て
、
行
政
に
よ
る
消
費
者
保
護
政
策
の
取
り
組
み
が
進
展
す
る
に
至
っ
た
。
他
方
で
、
消

費
者
問
題
に
対
す
る
人
々
の
意
識
が
高
ま
る
こ
と
で
、
消
費
者
運
動
が
広
が
り
、「
消
費
者
の
声
」
が
企
業
活
動
に
お
い
て
も
は
や
無

視
で
き
な
い
ま
で
に
至
っ
た
の
で
あ（
１１
）

る
。

と
こ
ろ
で
、
従
来
の
消
費
者
政
策
は
、
割
賦
販
売
法
改
正
や
訪
問
販
売
・
通
信
販
売
・
連
鎖
販
売
取
引
に
対
す
る
訪
問
販
売
法
の
制

定
等
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
事
業
者
を
業
法
規
制
な
ど
を
中
心
に
規
制
す
る
手
法
が
中
心
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
平
成
一
五

年
国
民
生
活
審
議
会
の
報
告
書
『
２１
世
紀
型
消
費
者
政
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
』
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
消
費
者
政
策
に
お
い
て
は
、

一
般
的
に
は
、
消
費
者
は
行
政
に
「
保
護
さ
れ
る
者
」
と
し
て
受
動
的
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い（
１２
）

る
。
現
在
の
視
点
か

ら
当
時
の
認
識
を
探
る
こ
と
で
、
現
代
的
文
脈
で
当
時
の
問
題
を
理
解
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
差
し
引
い
た
と
し
て
も
、
消
費
者
�「
保

護
さ
れ
る
者
」
と
い
う
認
識
は
、
行
政
サ
イ
ド
の
一
貫
し
た
認
識
で
あ
っ
た
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ

う
な
消
費
者
�
「
保
護
さ
れ
る
者
」
と
い
う
認
識
は
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
事
業
者
・
供
給
者
に
対
し
て
、
消
費
者
が
弱
い
立

場
に
あ
る
、
と
い
う
消
費
者
観
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
の
通
説
的
な
消
費
者
観
を
簡
潔
に
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
消
費
者

は
消
費
生
活
の
た
め
に
様
々
な
商
品
を
購
入
す
る
け
れ
ど
も
、
商
品
の
専
門
家
で
も
な
い
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
商
品
の
品
質
や
特
性
に
つ

い
て
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
必
然
的
に
取
引
相
手
で
あ
る
事
業
者
・
供
給
者
に
全
面
的
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
更
に
、
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事
業
者
・
供
給
者
が
し
ば
し
、
企
業
体
で
あ
る
の
に
対
し
、
消
費
者
は
バ
ラ
バ
ラ
の
個
人
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
消
費
者
は
あ

ら
ゆ
る
面
で
「
弱
者
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
局
面
に
お
い
て
、
契
約
自
由
の
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
実
態
か
ら
は
か

け
離
れ
て
い
る
の
で
、
消
費
者
と
い
う
具
体
的
な
性
格
に
即
し
た
法
規
制
が
必
要
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ（
１３
）

る
。

こ
う
し
た
消
費
者
観
に
対
し
て
、
近
年
、
消
費
者
の
自
己
責
任
や
自
立
性
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
先
述
の
報
告
書
『
２１
世
紀

型
消
費
者
政
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
』
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
近
年
、
規
制
緩
和
が
進
展
し
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
活

用
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
活
用
は
、
消
費
者
が
市
場
に
お
い
て
主
体
的
に
行
動
し
、
自
由
で
多
様
な
選
択
を
行
う

こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
十
分
活
用
す
る
た
め
に
は
、
…
…
消
費
者
は
、「
自
立
し
た
主
体
」
と
し
て

市
場
に
参
画
し
、
積
極
的
に
自
ら
の
利
益
を
確
保
す
る
よ
う
行
動
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
時
に
、
行
政
は
消
費
者
の
自
立
の
た
め
の
環

境
整
備
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」（
九
頁
）。
そ
し
て
、「
消
費
者
が
「
自
立
し
た
主
体
」
と
し
て
能
動
的
に
行
動
し
て
い
く
た
め

に
は
、
安
全
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
、
必
要
な
情
報
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
、
適
切
な
選
択
を
行
え
る
こ
と
、
被
害
の
救
済
を
受
け

ら
れ
る
こ
と
、
消
費
者
教
育
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
、
意
見
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
等
が
ま
ず
も
っ
て
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
消
費
者
の

権
利
と
し
て
位
置
づ
け
、
消
費
者
政
策
を
推
進
す
る
上
で
の
理
念
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
消
費
者
の
権
利
は
、
保
護
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
消
費
者
自
ら
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
」（
一
一
〜
一
二
頁
）。「
消
費
者
は
自
ら
主
体
的
に
か
つ
自

己
責
任
の
下
で
、
判
断
し
、
選
択
し
、
行
動
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
の
権
利
を
実
現
す
る
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
…
…
そ
の

役
割
を
積
極
的
に
果
た
す
必
要
が
あ
る
（
一
四
頁
）。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
役
割
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、
消
費
者
団
体
や
行

政
の
自
立
支
援
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
自
立
支
援
の
制
度
設
計
こ
そ
が
こ
の
報
告
書
の
柱
で
あ
る
。
事
業
者
に
対
す
る
規
制
中
心
の
政

策
に
か
え
て
、
消
費
者
と
事
業
者
と
が
市
場
に
お
い
て
自
由
で
公
正
な
取
引
を
行
う
た
め
の
市
場
ル
ー
ル
を
整
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
消
費
者
の
安
全
や
健
康
の
分
野
で
の
事
前
規
制
、
ま
た
は
高
齢
者
や
障
害
者
や
未
成
年
者
に
対
す
る
き
め
細
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か
な
対
応
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
消
費
者
の
事
後
救
済
の
問
題
や
消
費
者
教
育
、
消
費
者
へ
の
情
報
提
供
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
消
費
者
は
消
費
者
と
し
て
の
権
利
を
自
己
実
現
す
る
主
体
で
あ
り
、
そ
の
自
己
実
現
の
た
め
に
は
、
知
識
の
習
得
や
合
理
的
な

行
動
を
積
極
的
か
つ
自
立
的
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
「
賢
く
自
立
し
た
消
費
者
」
で
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
興
味
深
い
点
で
あ（
１４
）

る
。
こ
う
し
た
「
自
立
」
の
強
調
に
対
し
て
、
い
や
「
保
護
」
は
や
は
り
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
異

論
と
い
う
も
の
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る（
１５
）

が
、
本
稿
の
関
心
事
は
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
は
な
い
。
確
か
に
、「
自
立
」
を
強
調
す
る
の

か
、「
保
護
」
を
強
調
す
る
の
か
と
い
う
論
点
は
、
自
由
主
義
的
な
市
場
秩
序
を
重
視
す
る
政
策
を
採
用
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
福
祉

国
家
的
な
保
護
を
重
視
す
る
政
策
を
採
用
す
べ
き
か
、
と
い
っ
た
政
策
選
択
の
問
題
と
関
連
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な（
１６
）

い
。
た
だ
、
ど

ち
ら
の
立
場
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
消
費
者
を
め
ぐ
る
認
識
の
構
図
に
は
何
ら
大
差
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
や
地
方
公
共
団
体
や
民

間
の
消
費
者
団
体
等
の
支
援
、
も
し
く
は
十
分
な
保
護
、
が
あ
れ
ば
、
消
費
者
は
消
費
に
必
要
な
情
報
を
収
集
し
、
自
分
自
身
の
判
断

で
行
動
す
る
こ
と
で
、
自
由
で
「
健
全
な
」
消
費
生
活
を
営
む
べ
き
で
あ
る
、
い
や
少
な
く
と
も
、
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
、
と
い
う
想
定
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
消
費
者
「
保
護
」
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
消
費
者
は
「
愚
か
」
で
あ
る
と
い
う
異
論
が
考
え
ら
れ

う
る
。
例
え
ば
、
内
閣
府
が
平
成
一
四
年
に
公
表
し
た
「
契
約
等
に
関
す
る
消
費
者
の
意
識
調
査
」
を
検
証
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な

こ
と
が
わ
か
る
。
・
七
割
近
く
の
人
が
口
頭
契
約
は
有
効
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
・
契
約
書
を
理
解
す
る
ま
で
よ
く
読
む
と
回
答

し
た
人
は
わ
ず
か
二
割
に
と
ど
ま
る
。
・
契
約
書
を
読
ま
な
い
と
答
え
た
人
々
の
大
半
が
「
内
容
が
難
し
い
」「
分
量
が
多
い
」
と
答

え
て
い
る
。
・
取
引
で
ト
ラ
ブ
ル
に
見
舞
わ
れ
た
と
き
、
苦
情
を
申
し
出
た
の
は
わ
ず
か
二
割
に
止
ま
り
、
大
半
の
者
が
、「
申
し
出

る
ほ
ど
の
損
害
で
は
な
か
っ
た
」「
面
倒
だ
か
ら
あ
き
ら
め
た
」
と
答
え
て
い
る
。
・
少
額
訴
訟
制
度
を
認
知
し
て
い
る
者
は
わ
ず
か

二
割
で
あ
る
。
・
消
費
者
契
約
法
す
ら
知
ら
な
い
者
が
五
割
を
超
え
る
、
も
し
く
は
名
前
だ
け
知
っ
て
い
て
も
、
半
数
以
上
が
そ
の
効
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力
を
理
解
し
て
い
な
い
、
等（
１７
）

々
。
こ
の
調
査
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
消
費
者
が
主
体
的
に
、
か
つ
自
己
責
任
で
生
活
し
て
い
る
と
は
必
ず

し
も
言
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
最
近
で
も
悪
徳
商
法
の
被
害
や
多
重
債
務
に
よ
る
自
己
破
産
者
の
数
が
増
大
し
て
社
会
問

題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
自
立
し
た
消
費
者
と
い
う
理
念
は
困
難
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
注
意
す
べ
き
こ
と
に
、

消
費
者
保
護
を
重
視
す
る
立
場
側
と
て
、
消
費
者
の
権
利
も
し
く
は
利
益
の
擁
護
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
資
本
主
義
的
商
品
交
換

社
会
の
秩
序
�
市
民
法
理
念
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
己
責
任
で
自
己
決
定
を
行
い
う
る
自
立
し
た
人
格
を
前
提
と
し
つ

つ
も
、
現
実
に
は
市
民
法
原
理
が
貫
徹
で
き
る
状
況
に
は
な
い
、
だ
か
ら
、
消
費
者
保
護
を
図
っ
て
、
市
民
法
原
理
の
実
質
的
な
貫
徹

を
も
た
ら
す
、
と
い
う
論
調
を
と
っ
て
い（
１８
）

る
。

と
す
る
と
、
消
費
者
と
は
、
本�

来�

的�

に�

は�

「
伝
統
的
法
人
格
の
主
体
と
し
て
、
権
利
・
義
務
の
帰
属
点
た
る
形
式
的
地
位
を
維（
１９
）

持
」

し
て
い
る
主
体
で
あ
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
自
体
は
、
法
／
法
学
の
共
通
了
解
と
考
え
て
差
し
支
え
は
あ
る
ま（
２０
）

い
。
こ
の
点
を
理
解
し
た

上
で
、
そ
れ
で
は
次
に
、
消
費
者
観
に
関
す
る
法
／
法
学
の
さ
ら
な
る
共
通
了
解
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
�
消
費
者
と
供

給
者
・
事
業
者
と
の
間
の
格
差
と
�
消
費
者
啓
発
の
必
要
性
、
で
あ
る
。

（
二
）
消
費
者
と
供
給
者
・
事
業
者
と
の
間
の
格
差

消
費
者
と
事
業
者
・
供
給
者
と
の
間
に
は
、「
情
報
の
質
及
び
量
並
び
に
交
渉
力
の
格
差
」（
消
費
者
契
約
法
第
一
条
）
が
存
在
す
る
、

と
い
う
の
は
ま
ず
誰
し
も
が
了
解
す
る
出
発
点
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
、
消
費
者
と
事
業
者
・
供
給
者
と

の
間
の
地
位
の
不
平
等
性
に
つ
い
て
は
、
大
村
敦
志
が
論
点
整
理
し
て
い（
２１
）

る
。
ま
ず
、
事
業
者
・
供
給
者
（
企
業
）
側
の
事
情
と
し
て
、

�
商
品
の
大
量
生
産
・
大
量
販
売
、
�
商
品
の
高
度
化
・
複
雑
化
、
�
販
売
技
術
の
進
歩
、
�
企
業
自
体
の
大
規
模
化
、
等
の
事
情
が

存
在
し
て
い
る
。
他
方
、
消
費
者
は
購
買
力
の
増
大
と
消
費
意
識
の
変
化
と
い
っ
た
要
素
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
日
々
の
生

論 説

（阪大法学）５４（１―１２６）１２６〔２００４．５〕



活
を
営
む
「
生
身
の
人
間
」
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
結
果
、
消
費
者
は
自
由
な
決
定
を
阻
害
さ
れ
る
状
況
へ
と
追
い
込
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、

�
決
定
の
際
の
判
断
材
料
と
な
る
情
報
の
不
足
、
�
契
約
条
件
に
関
す
る
交
渉
余
地
の
な
さ
、
�
商
品
の
比
較
選
択
の
機
会
の
喪
失
、

�
決
定
の
た
め
の
冷
静
な
熟
慮
が
困
難
、
�
そ
の
結
果
、
危
険
・
劣
悪
な
商
品
や
、
不
要
・
期
待
は
ず
れ
の
商
品
を
購
入
し
た
り
、
自

分
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
不
公
正
な
契
約
条
件
に
縛
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
い
っ
た
状
況
で
あ
る
。
消
費
者
は
、
事
業
者
・
供
給
者
に
対

し
て
情
報
や
交
渉
力
の
上
で
劣
位
に
立
ち
、
し
か
も
精
神
・
身
体
を
備
え
る
が
故
の
脆
弱
性
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
の
で
、
消
費
者
と

事
業
者
・
供
給
者
と
の
間
に
は
構
造
的
な
格
差
が
存
在
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ（
２２
）

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
整
理
に
対
し
て
も
、
異
論
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
来
生
新
は
、
消
費
者
が
失
敗
か
ら
学
ぶ
と
い
う
自
己
改
善
の
可
能
性
と
、
消
費
者
が
個
々
の
消
費
の
試

行
錯
誤
に
よ
っ
て
積
み
重
ね
た
共
有
情
報
の
蓄
積
に
よ
り
需
要
を
方
向
付
け
る
と
い
う
集
合
性
と
を
指
摘
し
て
、
情
報
の
非
対
称
性
を

政
府
が
解
消
す
る
よ
う
な
制
度
設
計
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い（
２３
）

る
。
ま
た
、
大
村
の
よ
う
な
、
消
費
者
の
特
性
を
構
造
的
に
解
し
、

こ
の
特
性
に
応
じ
た
取
引
ル
ー
ル
と
し
て
の
消
費
者
法
を
構
想
す
る
論
者
に
対
し
て
、
消
費
者
は
市
民
の
部
分
集
合
で
は
な
く
、
す
べ

て
の
自
然
人
と
い
う
全
体
集
合
の
一
側
面
な
の
で
あ
り
、
消
費
者
取
引
だ
け
を
特
殊
視
す
る
の
で
は
な
く
、
私
法
原
理
の
具
体
化
・
実

質
化
・
徹
底
化
を
通
じ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
も
あ
り
得（
２４
）

る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
消
費
者
が

問
題
と
な
る
場
合
に
、
消
費
者
と
事
業
者
・
供
給
者
と
の
間
に
は
情
報
の
質
及
び
量
並
び
に
交
渉
力
の
格
差
が
存
在
す
る
と
い
う
テ
ー

ゼ
自
体
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
よ
っ
て
こ
の
点
で
も
、
ご
く
一
部
の
見
解
を
除
い
て
は
、
共
通
了
解
が
成
立
し
て
い
る
と
考
え

て
も
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
消
費
者
と
事
業
者
・
供
給
者
と
の
間
に
何
ら
か
の
格
差
が
あ
る
、
と
い
う
い
か
な
る
議
論
も
、
本�

来�

は�

格�

差�

が�

な�

い�

状�

態�

と�

い�

う�

も�

の�

を�

前�

提�

に�

し�

て�

い�

る�

。
こ
の
点
を
一
番
明
快
に
示
し
て
い
る
の
が
、
経
済
学
的
な
説
明
で
あ
る
。
経
済
学
的
説
明
と
は
、

「
完
全
競
争
」
市
場
モ
デ
ル
を
基
礎
と
す
る
社
会
が
消
費
者
に
と
っ
て
最
良
の
世
界
を
保
障
す
る
の
で
あ
り
、
本
来
は
そ
う
し
た
社
会

コンシュマーリズムの倫理と消費社会の精神？
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が
望
ま
し
く
、
議
論
の
出
発
点
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ（
２５
）

る
。
完
全
競
争
市
場
と
は
、
�
経
済
主
体
の
多
数
性
、

�
財
の
同
質
性
、
�
情
報
の
完
全
性
、
�
企
業
の
参
入
・
退
出
の
自
由
性
と
い
う
四
つ
の
条
件
を
満
た
し
た
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。

完
全
競
争
市
場
に
お
い
て
、
消
費
者
は
自
ら
の
選
好
に
基
づ
い
て
商
品
を
選
択
し
、
供
給
者
は
消
費
者
選
好
に
反
応
す
る
形
で
、
供
給

者
同
士
で
競
争
し
な
が
ら
、
自
ら
の
限
界
費
用
が
限
界
利
益
を
下
回
ら
な
い
よ
う
に
商
品
を
提
供
す
る
。
結
果
と
し
て
、「
神
の
見
え

ざ
る
手
」
と
し
て
の
市
場
の
調
整
作
用
が
働
い
て
、
需
要
と
供
給
の
均
衡
点
が
生
じ
、
こ
の
地
点
に
お
い
て
効
率
的
な
資
源
配
分
が
な

さ
れ
る
こ
と
に
な（
２６
）

る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
消
費
者
は
市
場
で
選
択
す
る
こ
と
を
通
じ
て
供
給
者
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
は
約
束
を
強
制
す
る
こ
と
で
、
履
行
に
対
す
る
信
頼
で
き
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
双
方
当
事
者
に
も
た
ら
す
。

こ
れ
は
、
彼
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
上
で
、
理
想
的
か
つ
効
率
的
な
装
置
と
な（
２７
）

る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
完
全
競
争
市
場
の
諸
条
件
を

満
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
供
給
サ
イ
ド
の
独
占
の
問（
２８
）

題
、
供
給
者
と
消
費
者
と
の
間
の
情
報
格（
２９
）

差
の
問
題
、
消
費
者
の
合
理
性
が
制

限
さ
れ
て
い（
３０
）

る
と
い
う
問
題
、
等
の
ゆ
え
に
、
立
法
に
よ
る
消
費
者
保
護
が
必
要
と
な
る
と
い
う
の
で
あ（
３１
）

る
。
以
上
の
よ
う
な
経
済
学

的
な
説
明
に
お
い
て
は
、
議
論
の
出
発
点
が
「
格
差
が
な
い
」
状
態
で
あ
り
、
し
か
し
現
実
に
は
（
論
者
に
よ
っ
て
違
い
こ
そ
あ
れ
）

「
格
差
が
あ
る
」
の
だ
か
ら
、
消
費
者
を
保
護
・
支
援
す
る
、
と
い
う
論
理
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
論
理
構
造
は
、
経
済
学
的
な
説
明
に
基
本
的
に
は
依
拠
し
な
い
立
場
に
も
同
様
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
消
費
者

問
題
を
私
法
理
論
の
発
展
に
よ
っ
て
解
決
を
目
指
す
、
も
し
く
は
私
法
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
る
立
場
は
当
然
の
こ
と
、
消
費
者
法
を

私
法
体
系
の
修
正
原
理
と
考
え
る
立
場
で
あ
っ
て
も
、
市
民
法
と
消
費
者
法
と
の
関
係
性
を
否
定
す
る
論
者
は
皆
無
で
あ（
３２
）

る
。
さ
て
、

市
民
法
と
は
、「
自
由
平
等
の
法
的
人
格
」
を
前
提
と
し
た
、「
自
由
な
商
品
所
有
権
と
、
商
品
所
有
者
相
互
の
合
意
の
上
に
成
り
た
つ

契
約
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
民
社
会
の
秩
序
を
さ
さ
え
る
法
の
体
系
の
こ
と
で
あ（
３３
）

る
」
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
市
民
法

規
範
は
市
民
社
会
を
発
生
基
盤
と
し
て
お
り
、
そ
の
発
生
基
盤
た
る
市
民
社
会
は
、
伝
統
的
に
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
き
た
。「
典

論 説
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型
的
な
市
民
社
会
は
、
絶
対
主
義
権
力
に
対
し
自
己
を
主
張
し
て
自
由
を
獲
得
し
た
近
代
的
市
民
の
社
会
で
あ
り
、
経
済
的
自
律
に
基

礎
づ
け
ら
れ
た
自
立
的
な
独
自
的
な
社
会
で
あ
る
。
そ
の
構
造
の
根
源
的
な
原
理
は
、
そ
れ
が
「
自
由
な
個
人
」
の
み
で
成
り
た
つ
と

い
う
こ
と
で
あ（
３４
）

る
」。
利
己
心
を
原
動
力
と
し
て
生
活
す
る
具
体
的
な
自
主
的
人
格
�
近
代
的
市
民
は
、
基
本
的
に
は
私
利
追
求
を
行

動
の
基
本
に
お
く
が
、
し
か
し
「
他
の
人
々
と
関
係
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
己
の
諸
目
的
の
全
範
囲
を
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
の
で
、「
自
分
の
福
祉
と
同
時
に
他
人
の
福
祉
を
い
っ
し
ょ
に
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
己
を
満
足
さ
せ
る
の
で
あ（
３５
）

る
」。
す
な

わ
ち
、
個
人
は
自
己
の
目
的
追
求
の
た
め
に
は
、
必
然
的
に
形
式
的
普
遍
性
―
―
経
済
活
動
が
有
す
る
社
会
的
連
関
性
と
、
万
人
に
抽

象
的
に
妥
当
す
る
法
と
し
て
定
立
さ
れ
た
人
の
権
利
―
―
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ゆ
え
に
、
市
民
社
会
に
お
い
て
は
、
ど
ん
な
具

体
性
を
有
し
た
人
間
で
あ
れ
、
抽
象
的
人
格
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
抽
象
的
人
格
同
士
の
関
係
は
、
商
品
交
換
の
過
程
に
お
い
て
相
互
に

独
立
か
つ
同
等
な
人
格
同
士
と
な
り
、
そ
こ
で
は
主
体
の
具
体
的
な
差
異
は
と
り
あ
え
ず
捨
象
さ
れ
る
こ
と
に
な（
３６
）

る
。
典
型
的
な
市
民

法
論
に
お
い
て
も
、
や
は
り
市
民
間
の
格
差
は
「
本
来
は
」
な
い
の
で
あ
っ
て
、
市
民
法
論
を
前
提
と
し
た
消
費
者
法
論
も
同
様
に
、

こ
う
し
た
議
論
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
市
民
法
論
や
市
民
社
会
概
念
に
様
々
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
法
的
議
論
に
お
い
て
、
以
上
に
お
い
て
説
明
し
た
よ
う
な
「
経
済
社
会
と
し

て
の
市
民
社
会
」
の
存
在
自
体
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
議
論
は
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で
、
法
学
に
お
け
る
市
民
法
／
市
民
社
会
論
の

中
核
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
論
理
構
造
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え（
３７
）

る
。

（
三
）
消
費
者
啓
発
の
必
要
性
、
お
よ
び
市
民
と
し
て
の
消
費
者

先
に
見
て
き
た
と
お
り
、
日
本
の
消
費
者
政
策
に
お
い
て
は
、
消
費
者
保
護
・
支
援
の
法
整
備
と
共
に
、
消
費
者
へ
の
情
報
提
供
お

よ
び
消
費
者
教
育
の
必
要
性
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
先
述
の
報
告
書
『
２１
世
紀
型
消
費
者
政
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
行

コンシュマーリズムの倫理と消費社会の精神？
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政
お
よ
び
事
業
者
が
消
費
者
に
対
し
て
情
報
を
提
供
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
消
費
者
教
育
の
機
会
と
内
容
の
拡
充
を

う
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
消
費
者
の
自
主
的
な
自
己
決
定
を
強
調
し
つ
つ
も
、「
消
費
者
個
人
は
事
業
者
に
対
し
て
情
報
力

や
交
渉
力
の
面
で
不
利
な
立
場
に
あ
り
、
自
ら
必
要
な
情
報
を
入
手
し
た
り
被
害
の
救
済
を
求
め
る
こ
と
等
に
お
い
て
限
界
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
消
費
者
団
体
は
、
消
費
者
の
健
全
か
つ
自
主
的
な
行
動
を
通
じ
て
消
費
者
利
益
を
確
保
す
る
役
割
を
果
た
す
必
要
」（
一
四

頁
）
が
あ
り
、
そ
の
た
め
消
費
者
団
体
は
、
情
報
の
収
集
・
発
信
、
消
費
者
教
育
・
啓
発
等
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
重

要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
実
際
、
日
本
に
お
い
て
も
、
企
業
、
消
費
者
団
体
、
行
政
、
学
校
な
ど
の
様
々
な
主
体
が
様
々
な
形
で
情
報

提
供
や
消
費
者
教
育
に
取
り
組
ん
で
き（
３８
）

た
。
今
日
、
消
費
生
活
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
Ｉ
Ｔ
化
や
国
際
化
が
進
展
し
、
従
来
に
な
い

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
が
登
場
し
、
安
全
や
健
康
の
面
で
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
、
個
々
の
消
費
者
は
無
数
に
氾
濫

す
る
情
報
の
中
か
ら
適
切
な
情
報
を
引
き
出
し
、
主
体
的
に
判
断
し
て
、
正
し
い
消
費
行
動
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
消
費
者
へ
の
情
報
提
供
や
消
費
者
教
育
が
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
、
消
費
者
に
対
す
る
情
報
提
供
と
啓
発
自
体
を
否
定
す
る
論
者
は
、
情
報
提
供
の
程
度
や
啓
発
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
様
々
で
あ
る
に

せ
よ
、
筆
者
の
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
誰
一
人
と
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
消
費
者
は
「
愚
か
」
で
あ
る
と
い
う
認
識

を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
消
費
者
を
啓
発
す
る
必
要
性
は
否
定
し
な（
３９
）

い
。

と
こ
ろ
で
、
全
英
消
費
者
教
育
組
合
（N

ation
alC

on
su

m
er

E
du

cation
P

artn
ersh

ip

）
に
よ
れ
ば
、
消
費
者
教
育
と
は
、「
個

人
に
対
し
て
、
ニ
ー
ズ
（n

eeds

�
消
費
者
の
基
本
的
な
欲
求
）
と
ウ
ォ
ン
ツ
（w

an
ts

�
何
ら
か
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
へ
向
け
ら
れ

た
欲
望
）
の
観
点
か
ら
、
個
人
レ
ベ
ル
で
の
価
値
に
基
づ
く
決
定
を
検
討
し
、
決
定
す
る
よ
う
に
勧
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
個
人
が
よ
り
広
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
決
定
を
す
る
の
に
も
役
立
つ
こ
と
が
あ（
４０
）

る
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
バ

ニ
ス
タ
ー
（R

osella
B

an
n

ister

）
に
よ
れ
ば
、「
消
費
者
教
育
と
は
、
個
人
の
様
々
な
リ
ソ
ー
ス
を
管
理
す
る
た
め
の
、
そ
し
て
個

論 説
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人
の
福
祉
と
公
共
善
に
影
響
を
与
え
る
社
会
的
・
政
治
的
・
経
済
的
な
決
定
に
参
加
す
る
す
る
た
め
の
知
識
と
様
々
な
ス
キ
ル
を
獲
得

す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
」
と
さ
れ（
４１
）

る
。
以
上
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
消
費
者
教
育
に
は
、
賢
い
買
い
物
と
い
う
消
費
者
の
個
人
的
利

益
向
上
の
た
め
の
ス
キ
ル
開
発
の
側
面
と
、「
市
民
」
と
し
て
の
消
費
者
を
養
成
す
る
と
い
う
陶
冶
の
側
面
の
二
側
面
が
あ
る
と
み
る

必
要
が
あ
る
。
特
に
後
者
の
側
面
は
、
ラ
ル
フ
・
ネ
ー
ダ
ー
（R
alf

N
ader

）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
消
費
者
権
利
運（
４２
）

動
や
、
大
量

生
産
・
大
量
消
費
型
の
現
代
社
会
に
対
し
て
、
環
境
に
配
慮
し
た
消
費
者
行
動
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
「
グ
リ
ー
ン
・
コ
ン
シ
ュ
マ
ー

リ
ズ
ム
」
の
考
え（
４３
）

方
に
顕
著
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
、
今
日
の
消
費
者
運
動
は
、
市
場
原
理
を
強
調
す

る
立
場
と
は
違
っ
た
形
で
は
あ
る
が
、
消
費
者
の
能
動
性
・
自
主
性
を
強
調
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
る
。
国
際
消
費
者
機
構

（C
on

su
m

er
In

tern
ation

al
）
は
、
消
費
者
の
権
利
と
共
に
、
消
費
者
の
五
つ
の
責
務
を
強
調
し
て
い（
４４
）

る
。
�
批
判
的
意
識
�
商

品
や
サ
ー
ビ
ス
の
用
途
、
価
格
、
質
に
対
し
、
敏
感
で
問
題
意
識
を
も
つ
こ
と
。
�
自
己
主
張
と
行
動
�
自
己
主
張
し
、
公
正
な
取
引

を
得
ら
れ
る
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
。
�
社
会
的
関
心
�
自
ら
の
消
費
生
活
が
他
者
に
与
え
る
影
響
、
と
り
わ
け
弱
者
に
及
ぼ
す
影
響

を
自
覚
す
る
こ
と
。
�
環
境
へ
の
自
覚
�
自
ら
の
消
費
行
動
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を
理
解
す
る
こ
と
。
�
連
帯
�
消
費
者
の
利
益
を

擁
護
し
、
促
進
す
る
た
め
、
消
費
者
と
し
て
団
結
し
、
連
帯
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
市
民
性
の
強
調
が
近
年
の
消
費
者
運

動
の
特
徴
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
「
倫
理
的
コ
ン
シ
ュ
マ
ー
リ
ズ（
４５
）

ム
」
や
「
政
治
的
コ
ン
シ
ュ
マ
ー
リ
ズ（
４６
）

ム
」
と
し
て
評
さ
れ

て
い
る
。

ち
な
み
に
、
ハ
チ
ン
ソ
ン
（A

llan
C

.
H

u
tch

in
son

）
は
、
公
共
的
関
心
を
備
え
る
市
民
性
を
前
提
と
し
た
消
費
者
法
の
位
置
づ

け
を
示
し
て
い（
４７
）

る
。
彼
は
、
市
場
モ
デ
ル
を
ベ
ー
ス
に
お
い
た
消
費
者
と
い
う
視
点
は
、
市
民
を
何
人
で
も
代
替
可
能
な
経
済
行
為
者

へ
と
貶
め
て
し
ま
い
、
人
間
の
も
つ
社
会
的
歴
史
的
な
文
脈
性
を
見
失
わ
せ
て
し
ま
う
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
、
消
費
者
と
い
う
語
り

方
に
代
え
て
、
民
主
主
義
や
市
民
と
し
て
の
責
務
（respon

sibility

）
や
連
帯
と
い
っ
た
文
脈
性
を
有
し
た
市
民
と
い
う
語
り
方
で
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問
題
を
再
定
位
す
べ
き
だ
と
す
る
。
た
だ
し
、
彼
の
主
張
に
お
い
て
は
、
消
費
者
問
題
に
対
す
る
明
快
な
代
替
案
が
提
示
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
彼
は
、
市
民
の
共
通
善
は
社
会
の
中
で
常
に
評
価
と
議
論
に
晒
さ
れ
る
の
で
、
単
一
の
理
論
的
終
着
点
や
実
践
的
ド
グ
マ

に
と
ら
わ
れ
な
い
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
必
要
で
あ
り
、
政
策
決
定
は
一
義
的
に
決
ま
ら
な
い
と
考
え
て
い（
４８
）

る
。
以

上
の
よ
う
な
議
論
を
除
き
、
消
費
者
法
の
分
野
で
は
、
強
い
市
民
性
の
主
張
は
あ
ま
り
あ
か
ら
さ
ま
に
は
語
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
も

ち
ろ
ん
市
民
性
の
議
論
と
消
費
者
法
の
議
論
に
直
接
の
接
点
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
消
費
者
法
が
市
民
法
論
や
市
民
社
会
論
を

ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
以
上
、
市
民
と
し
て
の
消
費
者
と
い
う
観
点
も
当
然
消
費
者
法
の
議
論
構
造
に
内
包
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
四
）
法
に
お
け
る
コ
ン
シ
ュ
マ
ー
リ
ズ
ム

こ
こ
で
、
今
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
本�

来�

な�

ら�

ば�

、
経
済
社
会
と
し
て
の
市
民
社
会
に
お
い
て
自
由
か
つ
独
立
し
た
個

人
が
自
ら
の
判
断
で
自
由
に
交
渉
・
取
引
を
行
え
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
社
会
の
進
展
と
共
に
、
事
業
者
・
供
給
者
と
、
消

費
者
と
の
間
に
は
情
報
や
交
渉
力
の
面
で
格
差
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
消
費
者
保
護
も
し
く
は
消
費
者
支
援
の
法
整
備
を
行

う
こ
と
で
こ
の
格
差
が
生
み
出
す
弊
害
を
乗
り
越
え
る
こ
と
を
目
指
す
一
方
で
、
消
費
者
も
ま
た
自
ら
の
意
思
で
決
定
す
る
主
体
た
る

べ
く
（
消
費
者
と
し
てor

市
民
と
し
て
）
自
己
を
陶
冶
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
消
費
者
へ
の
情
報
提
供
や
消
費
者

教
育
が
必
要
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
消
費
者
問
題
を
法
的
に
論
じ
る
場
合
に
共
通
す
る
議
論
構
造
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
消
費

者
問
題
に
つ
い
て
、
法
が
介
入
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
法
律
家
・
立
法
者
・
行
政
官
・
市
民
の
共
通
了
解
で
あ
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
た
だ
、
共
通
了
解
で
あ
る
が
ゆ
え
に
あ
ま
り
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
問
い
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
裁
判
も
し
く

は
立
法
や
行
政
規
制
す
べ
て
を
含
め
て
で
あ
る
が
、
消
費
者
問
題
に
法
が
介
入
す
る
そ
の
規
範
的
な
根
拠
付
け
の
問
題
で
あ
る
。
確
か
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に
、
社
会
的
・
経
済
的
に
み
て
法
が
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
で
あ
る
こ
と
に
筆
者
は
何
ら
疑
い
を
差
し
挟
む
つ
も
り
は
な
い
。

た
だ
、
経
済
的
自
由
主
義
を
根
底
に
お
く
私
的
自
治
の
観
点
に
対
し
て
、
い
か
な
る
根
拠
づ
け
を
も
っ
て
法
は
介
入
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
？
。
介
入
す
る
場
合
に
想
定
さ
れ
て
い
る
規
範
的
な
モ
デ
ル
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？
。
情
報
不
均
衡
の
是
正

に
よ
る
交
換
的
正
義
の
回
復
、
市
場
の
失
敗
の
是
正
に
よ
る
社
会
的
厚
生
の
確
保
、
福
祉
国
家
的
介
入
原
理
、「
契
約
正（
４９
）

義
」
の
実
現
、

利
他
主
義
（altru

is
（
５０
）

m

）
等
々
、
様
々
な
論
拠
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
拠
が
法
的
判
断
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
研
究
は
他
日
に
期
す
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
契
約
法
の
解
釈
枠

組
の
図
式
を
提
示
し
た
、
ア
ダ
ム
ス
（Joh

n
N

.A
dam

s

）
と
ブ
ラ
ウ
ン
ス
ウ
ォ
ー
ド
（R

oger
B

row
n

sw
ord

）
の
研
究
に
基
づ
い

て
、
消
費
者
優
位
の
法
判
断
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
つ
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

ア
ダ
ム
ス
と
ブ
ラ
ウ
ン
ス
ウ
ォ
ー
ド
は
、
ま
ず
、
裁
判
官
の
二
つ
の
法
解
釈
の
理
念
型
を
示
し
て
い
る
。
一
つ
は
法
の
条
文
に
忠
実

な
「
形
式
主
義
者
」
的
手
法
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
条
文
に
と
ら
わ
れ
な
い
結
果
志
向
的
な
「
リ
ア
リ
ス
ト
」
的
手
法
で
あ
る
。
そ
し

て
、
リ
ア
リ
ス
ト
的
手
法
は
、
い
か
な
る
結
果
を
志
向
し
て
い
る
の
か
に
応
じ
て
、
二
つ
の
哲
学
的
ス
タ
ン
ス
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
に

分
類
さ
れ
る
と
す
る
。
一
つ
が「
市
場
個
人
主
義（m

arket-in
dividu

alism

）」で
あ
り
、
も
う
一
つ
が「
消
費
者
福
祉
主
義（con

su
m

er

-w
elfarism

）」
で
あ（
５１
）

る
。
「
市
場
個
人
主
義
」
は
契
約
の
機
能
を
競
争
的
交
換
の
促
進
で
あ
る
と
す
る
見
地
で
あ
り
、
取
引
の
安
全
、

取
引
の
明
確
性
、
商
慣
習
へ
の
法
の
適
応
を
重
視
す
る
。
と
同
時
に
、
個
人
の
自
律
的
な
市
場
活
動
を
重
視
す
る
が
ゆ
え
に
、
市
場
へ

の
介
入
を
極
力
排
し
、「
契
約
自
由
」
の
原
理
と
「
契
約
の
尊
重
（san

ctity
of

con
tract

）」
の
原
理
を
強
調
す（
５２
）

る
。
こ
こ
で
、「
契

約
の
尊
重
」
と
は
、
当
事
者
は
自
ら
取
り
決
め
た
取
引
の
「
主
人
」
で
あ
る
以
上
、
裁
判
所
は
個
別
に
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
介

入
す
べ
き
で
は
な
い
し
、
合
意
内
容
の
履
行
か
ら
契
約
者
を
安
易
に
解
放
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
を
意
味
し
て
い
る
。
一
方
、

「
消
費
者
福
祉
主
義
」
と
は
、
消
費
者
保
護
政
策
や
、
契
約
の
公
正
性
・
理
知
性
（reason

ablen
ess

）
の
原
理
を
意
味
す
る
ス
タ
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ン
ス
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
市
場
個
人
主
義
ほ
ど
の
一
貫
性
や
統
一
性
は
備
え
て
い
な
い
し
、
指
導
原
理
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
次
の
よ
う
な
１１
個
の
原
理
（prin

ciple

）
を
有
し
て
い
る
と
す
る
。
�
当
事
者
間
の
合
理
的
な
信
頼
、
�
被
害

の
重
大
性
の
観
点
か
ら
の
救
済
、
�
誠
実
義
務
、
�
何
人
も
自
ら
の
不
正
で
利
益
を
得
て
は
な
ら
な
い
、
�
不
当
利
得
の
否
定
、
�
供

給
側
が
消
費
者
よ
り
も
損
失
負
担
者
と
し
て
適
切
、
�
交
渉
力
の
強
い
立
場
の
者
が
弱
い
立
場
の
者
を
搾
取
し
て
は
な
ら
な
い
、
�
悪

質
な
広
告
、
不
実
表
示
、
誤
解
を
招
く
表
現
か
ら
の
保
護
、
	
情
報
面
で
優
位
に
あ
る
者
は
自
ら
の
表
示
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
（
た

だ
し
、
消
費
者
が
知
り
う
る
機
会
が
あ
っ
た
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
）、


免
責
条
項
に
よ
る
責
任
回
避
の
否
定
、
�
契
約
へ

の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
介
入
。
こ
れ
ら
の
原
理
は
寄
せ
集
め
の
多
元
的
・
非
階
層
的
枠
組
で
あ
る
た
め
、
裁
判
官
ご
と
に
ど
の
原
理
に

重
き
を
置
く
か
は
異
な
る
し
、
原
理
間
衝
突
の
可
能
性
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ（
５３
）

る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
見
解
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、

消
費
者
優
位
の
法
判
断
は
、
複
数
の
原
理
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
判
断
で
あ
り
、
あ
る
意
味
、
原
理
の
雑
居
性
の
上
に
成
り
た
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
す
る
と
、
消
費
者
優
位
の
法
判
断
は
、
政
策
的
価
値
判
断
や
公
正
性
・
理
知
性
の
感
覚
と
い
っ
た
あ

る
種
曖
昧
な
規
範
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
か
し
た
ら
、
ア
テ
ィ
ヤ
（P

atrick
S

.A
tiyah

）
が
言
う
よ
う
に
、

実
際
に
は
、
達
成
さ
れ
る
べ
き
望
ま
し
い
結
果
が
先
に
想
定
さ
れ
て
お
り
、
後
付
け
で
消
費
者
保
護
・
支
援
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
貼
る
こ

と
で
法
的
判
断
を
行
っ
て
い
る
の
だ
け
ど
、
そ
の
ラ
ベ
ル
が
先
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
あ
た
か
も
推
論
し
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か

け
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
知
れ
な（
５４
）

い
。

と
り
あ
え
ず
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
来
は
自
由
で
自
主
独
立
の
法
主
体
た
る
個
人

な
の
だ
け
ど
、
現
実
に
は
消
費
者
と
し
て
困
難
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
、
何
ら
か
の
ケ
ア
（
保
護
規
制or

自
立
支
援
）
が
必

要
で
あ
る
、
と
い
う
政
策
的
価
値
判
断
も
し
く
は
公
正
性
や
理
知
性
の
法
的
感
覚
、
等
の
曖
昧
で
複
合
的
な
観
念
集
合
が
存
在
し
て
い

る
。
そ
の
集
合
は
、
法
的
議
論
の
現
時
点
で
の
段
階
で
は
、
こ
れ
ま
で
私
法
領
域
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
個
別
の
法
原
理
を
用
い
て
の
み
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表
現
可
能
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
観
念
集
合
を
法
に
お
け
る
コ
ン
シ
ュ
マ
ー
リ
ズ
ム
と
名
付
け
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
法
に
お
け

る
コ
ン
シ
ュ
マ
ー
リ
ズ
ム
は
、
少
な
く
と
も
市
民
法
規
範
や
、
経
済
社
会
と
し
て
の
市
民
社
会
を
前
提
と
し
た
観
念
で
あ
る
、
と
。

第
三
章

市
民
社
会
の
倫
理

と
こ
ろ
で
、
市
民
社
会
と
一
概
に
い
っ
て
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
先
述
し
た
よ
う
な
「
経
済
社
会
と
し
て
の
市
民
社
会
」
の
み
を
意

味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
吉
田
克
己
は
、
法
的
議
論
で
使
用
さ
れ
る
市
民
社
会
概
念
を
三
つ
に
分
類
す（
５５
）

る
。
一
つ
は
「
市
民
社
会
α
」

で
あ
り
、
こ
れ
は
先
述
の
「
経
済
社
会
と
し
て
の
市
民
社
会
」
で
あ
る
。
次
が
、「
市
民
社
会
β
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
政
治
共
同
体

と
し
て
の
市
民
社
会
」
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
る
。
こ
の
領
域
に
お
い
て
、
市
民
は
民
主
主
義
的
政
治
の
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
国

家
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
や
保
護
の
対
象
と
し
て
権
力
的
契
機
を
孕
ん
だ
存
在
と
し
て
立
ち
現
れ
る
と
い
え
る
。
最
後
が
「
市
民
社
会
γ
」

で
あ
り
、
吉
田
は
こ
れ
を
「
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
非
国
家
的
・
非
経
済
的
な
結
合
関
係
と
し
て
の
市
民
社
会
」
と
定
義
し
て
い
る
。

こ
の
領
域
に
お
け
る
市
民
は
、
生
活
世
界
に
根
を
持
ち
つ
つ
、
自
由
意
思
に
基
づ
く
非
国
家
的
・
非
経
済
的
な
共
同
決
定
お
よ
び
連
帯

的
結
合
に
よ
っ
て
団
体
・
組
織
・
運
動
を
構
成
し
、
社
会
的
問
題
状
況
に
つ
い
て
私
的
生
活
領
域
の
中
に
存
在
す
る
共
感
を
集
約
し
て
、

政
治
へ
と
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
立
ち
現
れ
る
と
い
え（
５６
）

る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
市
民
社
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
市
場
、
国
家
、
公
共
圏
に

対
応
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
け
る
現
実
に
対
す
る
批
判
原
理
を
提
示
し
て
い
る
と
吉
田
は
考
え
て
い
る
。
さ
て
、
消
費
者
問
題
を

論
じ
る
際
、
議
論
の
前
提
と
な
る
の
は
、
先
述
の
通
り
経
済
社
会
と
し
て
の
市
民
社
会
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
消
費
者
問
題
を
経
済
主

体
以
上
の
市
民
性
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
方
向
性
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
日
本
の
私
法
学
で
は
、

後
者
の
観
点
か
ら
の
議
論
は
直
接
に
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
古
典
的
な
私
法
に
代
わ
る
新
た
な
私
法
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
探
求
と

い
う
形
で
、
経
済
主
体
以
上
の
市
民
性
を
法
的
議
論
の
内
部
に
組
み
込
も
う
と
す
る
議
論
が
近
年
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
リ

コンシュマーリズムの倫理と消費社会の精神？
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ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
な
「
市
民
の
生
活
空
間
を
主
体
的
に
形
成
す
る
自
由
」
を
可
能
に
す
る
制
度
と
し
て
の
契
約
法
と
い
う
議（
５７
）

論
、
契
約
交

渉
過
程
を
生
活
世
界
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
か
ら
再
定
位
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
的
自
治
や
個
人
の
自
律
性
を
再
活
性

化
す
る
と
い
う
議（
５８
）

論
、
個
人
の
自
由
を
支
え
、
個
人
を
支
援
す
る
絆
と
し
て
の
共
同
体
と
い
う
観
点
か
ら
、
個
と
共
同
性
と
を
つ
な
ぐ

輪
と
し
て
典
型
契
約
類
型
を
考
え
る
議（
５９
）

論
、「
市
民
法
的
正
義
」
を
再
評
価
し
つ
つ
、
問
題
領
域
ご
と
に
個
人
と
社
会
と
国
家
の
相
互

連
関
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
議（
６０
）

論
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
詳
細
を
検
討
す
る
こ
と
は
筆
者
の
能
力
を
大

き
く
上
回
る
作
業
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
経
済
社
会
の
主
体
を
超
え
る
存
在
と
し
て
の
市
民
主
体
、
つ
ま
り
公
共
性
や
共

同
性
、
連
帯
性
の
主
体
と
し
て
の
市
民
存
在
の
最
大
公
約
数
的
な
前
提
条
件
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
近
年
の
私
法
理
論
の
議
論
が
内
在

す
る
倫
理
性
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
、
市
民
と
し
て
の
消
費
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
も
つ
倫
理
性
が

照
射
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

（
一
）
倫
理
的
な
個
人
主
義

さ
て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
（R

on
ald

D
w

orkin
）
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
前
提
と
す
る
現
代
社
会
は
、
倫
理
的
個
人
主
義

と
で
も
い
う
べ
き
道
徳
的
見
解
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
倫
理
的
個
人
主
義
は
二
つ
の
原
理
を
基
盤
に
形
成
さ
れ
て
い

る
と
い
う
。
第
一
が
平
等
の
価
値
の
原
理
（equ

al
valu

e
）
で
あ
る
。
こ
の
原
理
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
い
い
人
生
を
す
ご
す
こ
と

は
、
本
来
は
客
観
的
に
み
て
誰
し
も
が
等
し
く
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ど
う
生
き
る
か
が
重
要
な
の
は

そ
う
あ
る
べ
き
と
我
々
が
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
と
他
人
が
違
う
の
は
当
然
の
事
実
で
あ
り
、
人
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
背
景
、

伝
統
、
才
能
を
有
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
人
的
特
性
は
我
々
が
善
き
生
を
生
き
る
上
で
直
面
す
る
問
題
の
一
部
分
で
し
か
な
い
。
自

分
が
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
問
題
に
と
っ
て
、
自
分
が
人
間
で
あ
り
死
を
免
れ
な
い
存
在
で
あ
る
が
故
に
生
を
有
し
て
い
る
と
い
う
以
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上
の
理
由
は
な
い
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
第
二
が
各
自
の
責
任
の
原
理
（special

respon
sibility

）
で
あ
る
。
こ
の
原
理
は
、

自
分
と
自
分
の
生
と
の
結
び
つ
き
が
、
自
分
自
身
の
特
別
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
生
と
は
我
々
が

善
く
も
悪
く
も
取
り
組
め
る
挑
戦
で
あ
り
、
個
人
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
原
理
に

由
来
す
る
「
自
由
」
と
「
平
等
」
が
保
障
さ
れ
る
と
き
に
、
人
は
各
自
の
善
き
生
を
実
現
で
き
る
と
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
考
え
て
い

（
６１
）

る
。
こ
の
、
各
自
の
善
き
生
の
実（
６２
）

現
に
お
い
て
、
人
が
ど
の
よ
う
な
人
格
を
想
定
し
て
い
る
の
か
は
さ
て
お
き
、
近
現
代
の
社
会
は
、

基
本
的
に
は
、
実
現
主
体
を
個
人
単
位
で
捉
え
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
主
体
の
自
律
的
選
択
の
自
由
を
重
視
す
る
の
が
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
的
な
発
想
で
あ
る
。
ミ
ル
（Joh

n
S

.
M

ill

）
も
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。「
本
人
自
身
だ
け
に
関
係
す
る
行
為
に
関
し
て
は
、

当
人
の
自
主
独
立
性
は
当
然
の
権
利
で
あ
り
絶
対
で
あ
る
。
自
分
自
身
に
対
し
て
、
つ
ま
り
自
分
の
肉
体
と
精
神
に
対
し
て
は
、
個
人

が
主
権
者
で
あ（
６３
）

る
」。
そ
し
て
、「
い
か
に
他
人
か
ら
み
て
賢
明
で
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
本
人
の
意
思
を
尊
重
す
べ
き

で
あ
る
。「
最
後
の
決
断
を
す
る
者
は
、
彼
自
身
で
あ（
６４
）

る
」」。
リ
ベ
ラ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
基
礎
に
倫
理
的
個
人
主
義
的
価
値
観

が
存
在
し
、
そ
の
価
値
観
の
下
で
は
、
各
自
が
各
自
の
善
き
生
を
生
き
る
こ
と
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

個
人
の
自
由
や
自
己
決
定
を
尊
重
す
る
と
い
う
道
徳
的
態
度
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
前
提
と
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
当
然

の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
（É

m
ile

D
u

rkh
eim

）
は
近
現
代
の
道
徳
の
中
核
に
、

「
個
人
信
仰
」
も
し
く
は
人
間
性
と
い
う
宗
教
が
存
在
す
る
と
指
摘
し
て
い（
６５
）

る
。
彼
の
個
人
主
義
論
に
つ
い
て
は
、
コ
ト
レ
ル
（R

oger

C
otterrell

）
が
非
常
に
精
確
な
読
解
を
提
示
し
て
い
る
の
で
、
コ
ト
レ
ル
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
解
釈
に
基
づ
い
て
、
簡
潔
に
整
理
し
て
み

よ（
６６
）

う
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
個
人
主
義
論
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
個
人
主
義
を
駆
り
立
て
る
も
の
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
は
な
く
、
す
べ
て
の

人
間
に
対
す
る
共
感
で
あ
り
、
苦
難
や
悲
惨
に
対
す
る
哀
れ
み
の
心
で
あ
り
、
そ
う
し
た
苦
難
や
悲
惨
と
戦
い
た
い
と
い
う
願
望
で
あ

り
、
正
義
へ
の
渇
望
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
個
人
主
義
は
、
単
な
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
は
な
く
、
万
人
に
対
し
て
お
互
い
に
各
自

コンシュマーリズムの倫理と消費社会の精神？
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の
自
由
と
尊
厳
を
尊
重
す
る
こ
と
を
求
め
る
価
値
で
あ
る
。
他
者
を
尊
重
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
社
会
関
係
の
基
礎
を
こ

の
価
値
は
提
示
し
て
く
れ
る
。
よ
っ
て
、
他
者
の
福
祉
や
目
的
を
無
視
し
て
利
己
的
に
振
る
舞
う
こ
と
を
正
当
視
し
な
い
し
、
そ
も
そ

も
特
定
の
個
人
に
限
定
さ
れ
な
い
、
万
人
に
適
用
可
能
な
価
値
と
な
る
。
現
代
社
会
は
こ
の
個
人
の
人
格
を
「
神
格
化
」
し
、
人
間
の

尊
厳
と
い
う
価
値
を
社
会
的
に
創
り
出
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ム
流
の
個
人
主
義
論
か
ら
す
れ
ば
、
契
約
と
は
、

他
者
と
の
関
係
の
中
で
自
分
を
位
置
づ
け
、
自
発
的
か
つ
合
意
に
よ
っ
て
社
会
関
係
を
形
成
す
る
個
人
の
自
由
の
具
体
化
と
し
て
認
識

さ
れ
る
こ
と
に
な（
６７
）

る
。
当
然
、
契
約
の
主
体
は
、
人
格
の
相
互
尊
重
に
基
づ
く
、
自
律
し
た
自
由
意
思
を
有
す
る
人
格
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
利
己
性
を
示
す
個
人
主
義
と
は
異
な
る
タ
イ
プ
の
個
人
主
義
の
倫
理
性
に
こ
そ
、
現
代
の
私
法

理
論
を
動
機
づ
け
る
モ
チ
ー
フ
が
存
在
し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

（
二
）
経
済
社
会
と
し
て
の
市
民
社
会

以
上
論
じ
て
き
た
政
治
的
も
し
く
は
公
共
圏
的
市
民
社
会
の
倫
理
性
に
対
し
て
、「
経
済
社
会
と
し
て
の
市
民
社
会
」
の
倫
理
的
側

面
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
川
島
武
宜
は
、
資
本
主
義
社
会
の
法
の
無
倫
理
性
を
次
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
。
商
品
交
換
は
、
私
的
所
有
の
主
体
者
の
「
自
由
な
」
意
思
を
媒
介
と
し
て
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
「
自
由
」
は
視
点
を
変

え
れ
ば
、
経
済
法
則
の
必
然
性
の
主
体
的
側
面
に
す
ぎ
な
い
。
資
本
主
義
社
会
と
は
こ
の
経
済
法
則
の
自
律
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
、

法
は
経
済
の
自
立
的
発
展
の
保
障
・
整
序
・
調
整
に
あ
た
る
だ
け
で
あ
る
。
資
本
主
義
経
済
の
経
済
人
は
こ
の
経
済
法
則
ゆ
え
に
、
自

己
の
経
済
活
動
に
つ
い
て
計
算
を
な
し
、
合
理
的
に
経
済
を
営
む
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
利
他
心
か
ら
生
じ
る
倫
理
を
介
在
さ
せ
る
こ
と

は
利
己
心
の
世
界
法
則
で
あ
る
経
済
法
則
の
貫
徹
を
擾
乱
す
る
。
だ
か
ら
こ
の
世
界
で
は
、
法
は
形
式
論
理
の
機
械
的
規
律
を
目
的
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
、
（
６８
）

と
。
た
だ
、
一
方
で
、
川
島
は
市
民
社
会
の
法
が
無
倫
理
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
一
つ
の
倫
理
、
つ
ま
り
資
本
主
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義
経
済
自
体
の
倫
理
性
を
有
し
て
い
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず
、
資
本
主
義
に
お
け
る
商
品
の
等
価
交
換
の
法
則
自
体
が
一
つ
の

倫
理
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
等
価
交
換
は
、
利
己
心
の
主
体
が
同
時
に
他
者
を
も
利
己
心
の
主
体
と
し
て
（
自
分
と
同
じ
人
格
と
し
て
）

承
認
し
て
交
渉
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
社
会
過
程
で
あ
る
。
こ
の
等
価
交
換
自
体
の
倫
理
性
か
ら
導
出
さ
れ
る
倫
理
と
し
て
、
等
価
交

換
妨
害
の
禁
止
と
、
等
価
交
換
が
社
会
秩
序
の
基
礎
と
な
る
よ
う
行
為
す
る
と
い
う
積
極
的
な
倫
理
的
義
務
―
―「
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
」、

社
会
的
分
業
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
「
信
用
」「
正
直
」
―
―
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ（
６９
）

る
。
こ
の
よ
う
な
市
民
的
倫
理
を
担
う
市
民
を
川

島
は
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。「
こ
の
よ
う
な
利
己
心
の
原
動
力
に
基
づ
く
個
人
の
一
人
一
人
の
活
動
に
よ
っ
て
経
済
が
発
展
さ
せ
ら

れ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
各
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
「
一
人
前
の
」（m

ü
n

dig

）
自
主
的
な
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
ら
の
責
任

を
自
覚
し
、
自
己
の
行
為
を
単
独
で
決
定
し
、
ま
た
規
律
し
得
る
よ
う
な
自
主
的
人
間
人
格
―
―
近
代
的
「
市
民
」
―
―
の
確
立
が
、

そ
の
現
実
の
歴
史
的
前
提
と
な（
７０
）

る
」。
こ
の
近
代
的
市
民
は
、「
我
利
我
利
亡
者
的
利
己
主
義
者
」
で
は
な
く
、
他
者
と
の
相
互
承
認
を

踏
ま
え
て
行
動
す
る
主
体
で
あ
る
と
い
う
の
が
川
島
の
理
解
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
等
価
交
換
自
体
の
倫
理
性
は
、
明
ら
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
（G

eorg
W

.
F

.
H

egel

）
を
意
識
し
た
議
論
で
あ

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
特
殊
的
人
格
の
欲
求
充
足
は
限
度
が
な
い
の
で
市
民
社
会
は
「
放
埒
な
享
楽
と
悲
惨
な
光
景
」「
倫
理
的
退
廃
」

を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
が
、
個
人
の
目
的
達
成
に
は
形
式
的
普
遍
性
（
経
済
法
則
と
諸
個
人
の
権
利
）
を
媒
介
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
、
自
ら
の
知
と
意
思
を
陶
冶
し
て
分
別
を
身
に
つ
け
、
形
式
的
普
遍
の
制
約
に
服
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
と
指
摘
す（
７１
）

る
。
こ
こ
に

ヘ
ー
ゲ
ル
は
倫
理
的
に
も
自
由
な
主
体
性
の
契
機
を
み
る
の
で
あ（
７２
）

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
市
民
社
会
論
に
依
拠
す
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ

よ
、
倫
理
的
に
自
由
な
主
体
と
い
う
認
識
は
、
市
民
法
論
の
根
底
に
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
村
上
淳
一
の

研
究
が
参
考
に
な（
７３
）

る
。
村
上
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
（F

riedrich
C

.
von

S
avign

y
）
が
、
自
由
意
思
の
調
和
の
条
件
と
し
て
法
は
倫
理

に
奉
仕
す
る
が
、
そ
れ
は
「
各
個
人
の
意
思
に
内
在
す
る
倫
理
の
力
の
自
由
な
展
開
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
」、
と
定
式

コンシュマーリズムの倫理と消費社会の精神？
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化
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
思
想
を
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
（R

u
dolf

von
Jh

erin
g

）
が
ド
イ
ツ
近
代
市
民
法
の
範
型
た
ら
し
め
ん
と

し
た
と
い
う
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
人
間
の
自
由
と
自
律
を
正
し
い
秩
序
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
だ
と
理
解
し
、
倫
理
的
自
己
抑
制

こ
そ
が
、
自
由
や
自
律
を
濫
用
か
ら
守
り
、
倫
理
的
な
も
の
た
ら
し
め
る
条
件
と
し
て
要
請
さ
れ
る
と
考
え
た
と
い
う
の
で
あ（
７４
）

る
。
以

上
の
議
論
か
ら
鑑
み
て
も
、
市
民
法
／
市
民
社
会
論
自
体
が
、
自
主
的
な
自
由
意
思
の
主
体
と
し
て
の
個
人
と
い
う
倫
理
性
を
内
包
し

て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
三
）
市
場
個
人
主
義

で
は
、
純
粋
に
「
経
済
社
会
」
と
い
う
側
面
の
み
を
切
り
取
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
倫
理
的
性
格
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
？

通
常
の
経
済
学
的
説
明
は
、
方
法
論
的
個
人
主
義
（m

eth
odological

in
dividu

alism

）
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
経
済
的
・
社
会
的
現
象
の
分
析
は
、
人
間
の
行
為
は
目
的
を
有
し
、
目
標
に
志
向
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立

っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
あ（
７５
）

る
。
こ
の
前
提
に
基
づ
く
と
、「
目
的
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
議
論
の
出
発
点
に
お
い
て
す
で
に
所

与
で
あ
り
、
な
ぜ
そ
の
目
的
が
生
じ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
問
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
目
的
と
い
う
の

は
純
粋
に
「
主
観
的
」
で
あ
る
以
上
、
他
者
と
の
比
較
困
難
な
問
題
で
あ
り
、
客
観
的
な
分
析
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
心
理
的
要
素
だ
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
正
統
的
な
経
済
学
は
、
個
人
の
選
好
や
目
的
を
経
済
分
析
の
所
与
も
し
く
は
外
生
的
要
素
と
み
な
す
の
で
あ

（
７６
）

る
。
以
上
の
認
識
は
、「
個
人
に
と
っ
て
何
が
望
ま
し
い
の
か
に
つ
い
て
最
善
の
判
断
を
下
せ
る
の
は
本
人
で
あ
り
、
ま
た
個
人
の
選

好
は
尊
重
さ
れ
る
べ（
７７
）

き
」
と
い
う
消
費
者
主
権
（con

su
m

er
sovereign

ty

）
の
原
則
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
よ

う
な
方
法
論
的
個
人
主
義
に
基
づ
く
分
析
理
念
が
、「
信
条
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
立
ち
現
れ
る
点
に
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
（F

riedrich

A
.

H
ayek

）
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
個
人
主
義
者
は
、
あ
る
範
囲
で
は
、
各
個
人
は
他
者
の
で
は
な
く
自
分
自
身
の
価
値
観

論 説
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や
選
好
に
従
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
内
で
は
、
そ
の
個
人
の
目
的
体
系
が
至
高
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
他
者
の

指
図
に
も
従
う
べ
き
で
は
な
い
、
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
個
人
主
義
者
的
な
立
場
の
本
質
を
形
成
し
て
い
る
も
の
は
、
個
人
こ
そ

が
自
己
の
目
的
の
究
極
の
審
判
者
で
あ
る
と
い
う
こ
う
し
た
認
識
な
の
で
あ
り
、
で
き
る
か
ぎ
り
自
分
自
身
の
考
え
方
に
よ
っ
て
自
分

の
行
動
を
律
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
信
念
な
の
で
あ（
７８
）

る
」。
こ
う
し
た
個
人
的
「
選
択
の
自
由
」
の
最
大
化
に
政
府
は
努
め
る

べ
き
だ
と
い
う
見
解
を
ホ
ジ
ソ
ン
（G

eoffrey
M

.
H

odgeson

）
は
「
市
場
個
人
主
義
」
と
評
し
て
い（
７９
）

る
。「
市
場
個
人
主
義
」
の
是

非
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。
た
だ
、
確
実
に
言
え
る
こ
と
は
、
方
法
論
的
個
人
主
義
と
市
場
個
人
主
義
と
の
間
に
は
、
明
ら

か
に
「
親
和
性
」
が
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
親
和
性
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
経
済
学
的
議
論
は
市
場
個
人
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
に
感
染
す
る
こ
と
も
あ
れ（
８０
）

ば
、
逆
に
混
同
さ
れ
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
考
察
で
明
確
に
な
っ
た
点
と
は
、
様
々
な
市
民
社
会
論
に
共
通
す
る
―
―
少
な
く
と
も
消
費
者
問
題
を
法
的
に
論
じ

る
際
に
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
市
民
社
会
観
念
に
共
通
す
る
―
―
要
素
で
あ
る
。
そ
の
要
素
と
は
す
な
わ
ち
、
あ
る
種
の
倫
理
性
を
備

え
た
個
人
主
義
で
あ
る
。
市
民
社
会
と
い
う
観
念
が
複
層
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
個
人
主
義
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
層
ご
と
に

多
面
的
性
質
を
顕
わ
に
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
民
社
会
論
、
そ
し
て
市
民
法
に
基
づ
く
議
論
が
想
定
し
て
い
る
個
人
主
義

は
共
通
の
理
念
性
を
有
し
て
い
る
。
コ
ト
レ
ル
に
よ
れ
ば
、
西
欧
社
会
の
個
人
主
義
は
様
々
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
構
成
要
素
の
複
雑
な

ア
マ
ル
ガ
ム
で
あ
る
が
、
近
現
代
の
法
が
具
現
化
し
て
い
る
個
人
主
義
は
、
個
人
が
自
分
自
身
の
運
命
の
決
定
者
で
あ
り
、
自
ら
に
帰

属
す
る
行
為
も
し
く
は
不
作
為
の
責
任
を
自
ら
が
被
る
と
い
う
こ
と
に
何
よ
り
も
力
点
を
お
い
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い（
８１
）

る
。
も
ち
ろ

ん
、
法
的
議
論
の
議
論
レ
ベ
ル
や
議
論
対
象
に
応
じ
て
、
個
人
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
現
出
や
機
能
に
差
が
生
じ
る
の
は
当
然
で
あ

る
が
、
本�

来�

は�

個�

人�

が�

自�

由�

に�

決�

め�

る�

・�

選�

ぶ�

べ�

き�

で�

あ�

る�

、
と
い
う
想
定
こ
そ
が
市
民
社
会
論
／
市
民
法
論
の
最
大
公
約
数
的
な
前
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提
条
件
で
あ
り
、
倫
理
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
議
論
を
ベ
ー
ス
に
展
開
さ
れ
る
消
費
者
法
論
は
当
然
の
こ
と
、
市

民
の
主
体
性
を
強
調
す
る
い
か
な
る
消
費
者
問
題
の
議
論
も
、
個
人
主
義
の
倫
理
性
を
内
包
し
た
議
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
消
費
者
問
題
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
、
法
に
お
け
る
コ
ン
シ
ュ
マ
ー
リ
ズ
ム
は
、
本
来
的
に
は
自
由
な
自
己
決
定
の
主
体
た

る
個
人
と
い
う
倫
理
を
根
底
に
お
い
て
兼
ね
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
章

消
費
社
会
の
精
神

（
一
）
制
御
さ
れ
る
消
費

と
こ
ろ
で
、
消
費
社
会
と
い
う
概
念
は
、
そ
も
そ
も
不
明
確
な
性
質
を
有
し
て
い
る
。
い
つ
の
時
代
で
あ
っ
て
も
消
費
活
動
が
人
間

の
生
の
不
可
欠
な
部
分
で
あ
る
以
上
、
消
費
の
起
源
な
ど
決
定
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
い
つ
か
ら
消
費
社
会
が
出
現
し
た
の
か
と
断
定

す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
一
九
五
〇
、
六
〇
年
代
の
欧
米
社
会
は
、
一
八
八
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
や
、
今
日
の
発

展
途
上
国
社
会
に
比
べ
れ
ば
、
消
費
社
会
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
現
代
の
欧
米
社
会
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
消
費
社
会
化
し
て
い
る

と
は
言
い
難
い
側
面
を
有
し
て
い（
８２
）

る
。
概
念
自
体
が
通
時
的
か
つ
共
時
的
な
相
対
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
あ
え
て
、

消
費
社
会
が
成
立
し
た
時
期
を
論
じ
る
と
す
れ
ば
、
一
八
八
〇
年
代
か
ら
一
九
二
〇
年
代
頃
を
起
源
と
す
る
大
量
生
産
・
大
量
消
費
型

経
済
の
始
ま
り
を
前
提
に
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
欧
米
や
日
本
で
、
一
般
大
衆
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
大
量
消
費
型
生
活
が
広
ま
る
こ
と
で

成
立
し
た
、
と
い
う
の
が
今
日
の
消
費
社
会
論
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ（
８３
）

る
。
六
〇
年
代
以
降
、
先
進
資
本
主
義
諸
国
で
生
じ
た
消
費
社
会

化
の
波
は
、
従
来
の
生
活
を
大
き
く
変
貌
さ
せ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
変
貌
に
最
初
に
気
付
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス（Joh

n

K
.

G
albraith

）
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
人
類
史
上
始
め
て
貧
困
の
問
題
か
ら
脱
却
し
、「
豊
か
な
社
会
」
が
成
立
し

た
が
、
人
々
の
欲
望
は
逓
減
し
な
い
。
生
活
水
準
の
向
上
を
目
指
し
て
人
々
は
よ
り
大
き
な
富
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
富

論 説
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を
生
む
能
力
の
高
さ
は
個
人
の
所
有
物
を
標
準
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
人
々
は
獲
得
し
た
富
を
生
活
水
準
の
向
上
、
言
い
換
え
れ
ば
生

活
水
準
を
示
す
所
有
物
の
獲
得
�
消
費
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る
。
人
は
こ
の
よ
う
に
し
て
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
が
、
常
に
自
分
を
周
り

と
比
較
し
て
よ
り
高
い
生
活
水
準
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
欲
望
の
満
足
は
、
よ
り
高
い
水
準
へ
と
い
う
形
で
の
欲
望
を

創
り
出
す
よ
う
に
作
用
す
る
。
生
産
者
も
、
積
極
的
に
宣
伝
や
販
売
術
を
駆
使
し
て
人
々
の
欲
望
を
創
り
出
そ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。

「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
欲
望
は
生
産
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
る
」
の
で
あ
る
。
欲
望
は
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
過
程
に
依
存
す
る
と
い
う

現
象
の
こ
と
を
、
彼
は
依
存
効
果
（D

epen
den

ce
E

ffect

）
と
呼
ん
で
、
こ
れ
を
現
代
の
経
済
社
会
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
捉
え
た

の
で
あ（
８４
）

る
。

現
代
社
会
を
消
費
現
象
か
ら
構
造
的
に
分
析
し
た
の
が
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
（Jean

B
au

drillard

）
で
あ
る
。
彼
は
、
経
済
学
的
議

論
の
「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
と
い
う
想
定
の
神
話
性
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
も
つ
欲
求
は
、
自
分
に
満
足
を
与
え
て
く

れ
る
モ
ノ
へ
と
人
間
を
導
い
て
く
れ
る
と
い
う
神
話
で
あ（
８５
）

る
。
モ
ノ
単
体
と
個
人
を
欲
求
の
満
足
で
結
び
つ
け
る
単
純
な
見
方
で
は
な

く
、「
欲
求
は
シ
ス
テ
ム
の
要
素
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
個
人
と
モ
ノ
と
の
関
係
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
の
で
は
な（
８６
）

い
」

と
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
欲
求
と
消
費
は
生
産
力
の
組
織
的
拡
大
で
あ
り
、
資
本
主
義
を
安
定
化
し
て
き
た
と
す
る
。
彼
の
見
解

に
よ
れ
ば
、
欲
求
と
は
あ
る
特
定
の
モ
ノ
へ
の
欲
望
で
は
な
く
、
差
異
へ
の
欲
求
（
社
会
的
意
味
へ
の
欲
求
）
で
あ
る
と
い
う
。「
商

品
と
モ
ノ
は
、
…
…
人
為
的
で
首
尾
一
貫
し
た
記
号
の
包
括
的
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
。
そ
れ
は
…
…
文
化
的
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
価

値
と
序
列
の
社
会
的
秩
序
で
あ（
８７
）

る
」。
つ
ま
り
、
モ
ノ
は
差
異
表
示
記
号
で
あ
り
、
諸
個
人
は
モ
ノ
の
消
費
を
通
じ
て
、
他
者
と
は
異

な
る
「
個
性
化
さ
れ
た
」
自
分
を
表
象
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
個
性
化
は
差
異
の
コ
ー
ド
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
差
異

化
の
シ
ス
テ
ム
は
結
局
個
人
の
固
有
性
を
取
り
除
き
、
産
業
化
・
商
業
化
さ
れ
た
差
異
の
シ
ス
テ
ム
と
記
号
コ
ー
ド
に
個
人
を
組
み
込

む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
意
味
で
、
消
費
は
言
語
活
動
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ（
８８
）

る
。
彼
は
更
に
、
消
費
が
強
制
で
あ
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り
、
モ
ラ
ル
で
あ
り
、
制
度
と
な
っ
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
消
費
的
自
我
は
、
自
分
が
消
費
に
よ
っ
て
享
受
・
満
足
す
る
主
体

で
あ
る
と
い
う
、
漠
然
と
し
た
強
迫
観
念
、
つ
ま
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
産
業
社
会
が
用
意
し
た
様
々

な
装
置
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
る
こ
と
で
、
生
産
力
と
そ
の
拡
大
再
生
産
の
過
程
に
お
い
て
消
費
を
強
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

（
８９
）

る
。ガ

ル
ブ
レ
イ
ス
や
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
が
提
示
し
た
一
つ
の
知
見
は
、
我
々
が
消
費
を
強
制
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

疑
念
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ー
ゼ
（H

erbert
M

arcu
se

）
な
ど
は
、
先
進
産
業
社
会
の
社
会
統
制
が
多
様
な
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
消
費
活

動
と
い
う
よ
う
な
自
由
を
維
持
し
た
い
と
す
る
「
虚
偽
の
」
欲
求
を
を
つ
く
り
出
し
、
人
間
の
思
考
や
行
動
を
一
つ
の
次
元
に
押
し
込

め
て
し
ま
い
、
自
己
の
解
放
を
求
め
る
真
の
欲
求
を
窒
息
さ
せ
て
し
ま
う
と
論
じ
て
い（
９０
）

る
。
も
っ
と
も
、
消
費
の
強
制
が
個
人
の
抑
圧

と
搾
取
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
見
解
は
必
ず
し
も
妥
当
と
は
言
い
難
い
。
消
費
者
は
労
働
者
と
は
違
っ
て
、

少
な
く
と
も
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
何
よ
り
も
権
力
的
作
用
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
現
代
の
経
済
が
消
費
者
の
欲
望
を
喚
起
し
、
消
費
へ
と
向
か
わ
せ
る
形
で
消
費
者
を
制
御
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ

の
制
御
装
置
の
こ
と
を
、
リ
ッ
ツ
ア
（G

eorge
R

itzer

）
は
「
消
費
手
段
（m

ean
s

of
con

su
m

ption

）」
と
定
義
し
て
い
る
。
消

費
手
段
と
は
、「
人
々
が
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
獲
得
し
、
消
費
者
と
し
て
制
御
さ
れ
搾
取
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も（
９１
）

の
」
で
あ
る
。

企
業
は
広
告
や
宣
伝
に
よ
っ
て
消
費
者
を
引
き
つ
け
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
カ
ー
ド
や
通
販
、
テ
レ
ビ
や
ネ
ッ
ト
で

の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
利
用
し
た
買
い
物
の
機
会
は
増
え
て
い
る
。
テ
ー
マ
パ
ー
ク
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
モ
ー
ル
、
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド

や
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
、
人
々
は
街
灯
の
虫
の
よ
う
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
消
費
者
を
眩
惑
す
る
装
置
に
よ
っ
て
、

消
費
者
は
消
費
へ
と
誘
わ
れ
て
い
る
の
で
あ（
９２
）

る
。

論 説
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（
二
）
消
費
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

以
上
の
よ
う
に
、
消
費
が
記
号
的
差
異
の
戯
れ
で
あ
っ
て
、
戯
れ
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
別
に
消
費
主
体
と

し
て
の
個
人
が
義
務
感
か
ら
消
費
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
個
人
は
欲
求
の
シ
ス
テ
ム
に
絡
め
と

ら
れ
て
い
て
、
記
号
の
差
異
の
中
で
自
分
自
身
を
社
会
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
し
か
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
個
人
は
む
し
ろ
消
費
行
動
を
自
主
的
に
行
っ
て
い
る
、
と
感
じ
て
い
る
（
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
）
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
消
費
は
、
社
会
的
地
位
や
生
活
水
準
の
向
上
を
示
す
目
的
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
消

費
社
会
研
究
が
参
考
に
な
る
。
マ
ク
ラ
ッ
ケ
ン
（G

ran
t

M
cC

racken

）
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
物
の
価
値
と
い
う
の
は
先
祖
代
々

家
族
に
伝
わ
っ
て
き
た
か
、
ど
の
く
ら
い
前
か
ら
伝
来
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
、
つ
ま
り
風
格
（patin

a

）
が
あ
る
か
ど
う
か
で
決

ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
風
格
こ
そ
が
身
分
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
六
世
紀
に
な
る
と
、
宮
廷
内
の
政
治
競

争
上
の
理
由
か
ら
、
新
奇
さ
や
自
己
顕
示
が
志
向
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
富
の
位
置
づ
け
が
即
物
的
で
金
銭
評
価
可
能
な
も

の
へ
と
変
化
し
、
上
流
階
級
が
消
費
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い（
９３
）

る
。
更
に
、
一
八
世
紀
に
は
上
流
階
級
の
消
費
パ
タ
ー
ン
を

謳
う
形
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
産
階
級
が
上
流
階
級
を
模
倣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ（
９４
）

る
。
こ
れ
が
、

ヴ
ェ
ブ
レ
ン
（T

h
orstein

V
eblen

）
の
い
う
「
顕
示
的
消（
９５
）

費
」
が
登
場
す
る
で
背
景
で
あ
る
。
高
価
で
過
剰
な
財
と
サ
ー
ビ
ス
の
消

費
こ
そ
が
豊
富
な
富
と
社
会
的
地
位
の
証
明
で
あ
り
、
人
々
は
よ
り
上
位
の
地
位
・
生
活
水
準
を
理
想
的
な
も
の
と
認
識
し
て
よ
り
消

費
す
る
こ
と
を
欲
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
消
費
は
そ
れ
自
体
が
快
楽
で
あ（
９６
）

る
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
（F

redrick

Jam
eson

）
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
商
品
の
世
界
は
、「
た
だ
の
楽
し
み
だ
と
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
モ
ノ
の
新
秩
序

に
と
も
な
う
並
は
ず
れ
た
気
分
の
昂
揚
が
あ
る
。
商
品
の
奔
流
が
あ
る
。
熱
狂
と
軽
快
な
気
分
―
―
モ
ノ
そ
れ
自
体
が
必
ず
し
も
呼
び

起
こ
し
た
わ
け
で
は
な
い
―
―
を
か
き
立
て
る
傾
向
を
も
っ
た
、
モ
ノ
に
つ
い
て
の
我
々
の
「
表
象
」
が
あ（
９７
）

る
」
の
で
あ
る
。
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更
に
、
高
度
に
発
展
し
た
消
費
社
会
に
お
い
て
、
消
費
は
そ
れ
自
体
が
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
表
現
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
選

択
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
ギ
デ
ン
ス
（A

n
th

on
y

G
idden

s

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
伝
統
的
な
社
会
と
は
異
な
り
、
現
代
社
会

で
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
構
築
の
基
盤
が
浸
食
さ
れ
て
き
て
い
る
た
め
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
つ
く
り

出
す
実
質
的
方
法
と
な
っ
て
い（
９８
）

る
。「
自
分
ら
し
い
」「
自
分
流
の
」
生
活
を
追
求
す
る
た
め
に
、
欲
し
い
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
手
に
入

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
の
在
り
方
が
今
日
的
な
消
費
の
核
を
な
し
て
い
る
。
近
年
の
消
費
社
会
論
も
こ
の
観
点
か
ら
、
コ
ン
シ
ュ
マ
ー

リ
ズ
ム
を
「
人
生
の
意
味
が
、
モ
ノ
を
買
っ
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ッ
ト
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
を
経
験
す
る
こ
と
に
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う

な
イ
デ
オ
ロ
ギ（
９９
）

ー
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
消
費
社
会
論
に
つ
い
て
は
、
バ
ウ
マ
ン
（Z

ygm
u

n
d

B
au

m
an

）
が
興
味
深

い
指
摘
を
し
て
い
る
の
で
、
以
下
簡
単
に
み
て
お
こ（
１００
）

う
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
社
会
の
構
成
員
は
、
生
産
者
と
し
て
よ
り
も
ま
ず
消
費
者
と

し
て
立
ち
現
れ
る
。「
自
由
が
万
人
の
も
の
」
に
な
り
、
世
界
が
無
限
の
選
択
肢
に
開
か
れ
て
い
る
社
会
に
お
い
て
、
消
費
者
と
し
て

の
個
人
の
現
前
に
は
選
択
肢
が
氾
濫
し
て
お
り
、
ど
れ
を
選
択
す
れ
ば
い
い
の
か
、
自
分
の
選
択
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
と
い

う
疑
問
が
常
に
つ
い
て
回
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
消
費
中
心
の
生
活
に
お
い
て
は
、
誘
惑
や
欲
望
や
願
望
に
よ
り
動
か
さ
れ
、
自

分
に
と
っ
て
の
理
想
は
他
人
と
は
異
な
る
の
で
、
理
想
的
標
準
と
の
適
合
を
図
る
基
準
す
ら
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
消
費
生
活

に
お
い
て
は
、「
常
に
準
備
し
て
お
く
」、
つ
ま
り
柔
軟
で
吸
収
力
が
あ
っ
て
未
経
験
・
予
想
外
の
感
覚
に
も
対
応
で
き
る
こ
と
が
重
要

と
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
準
備
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
は
主
観
的
経
験
で
し
か
な
い
し
、
準
備
す
る
こ
と
に
は
完
全
は
あ
り
得
な
い

の
で
、
失
敗
や
不
注
意
に
対
す
る
際
限
な
い
不
安
に
晒
さ
れ
て
る
こ
と
に
も
な
る
。
買
い
物
（
選
択
を
し
た
と
い
う
事
実
）
は
確
実
性

の
感
覚
を
個
人
に
も
た
ら
し
、
こ
の
不
安
を
解
消
す
る
が
、
そ
れ
は
一
時
的
な
気
休
め
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
、
人
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
想
起
す
る
場
合
に
、
一
貫
性
や
統
一
性
が
あ
る
も
の
と
イ
メ
ー
ジ
し
、
他
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
そ
う
い
う
も
の
と
し
て

見
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
自
分
の
内
面
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
自
体
は
脆
弱
で
流
動
的
な
も
の
と
経
験
さ
れ
て
い
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

論 説
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テ
ィ
を
想
像
上
形
成
す
る
一
番
の
近
道
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
自
由
に
選
択
で
き
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
大
量
生
産
商
品
（
サ
ー
ビ

ス
）
が
表
象
し
て
い
る
個
性
を
購
入
し
て
、
自
分
の
個
性
を
自
由
に
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
財
の
購
入

に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
我
々
は
ま
る
で
「
買
い
物
」
を
す
る
か
の
よ
う
に
、
生
活
の
仕
方
・
生
き
る
た
め
の
処
方
箋
を
探
す
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
様
々
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
日
曜
大
工
キ
ッ
ト
を
自
分
で
組
み
立
て
る
こ
と
で
、
自
分
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
手
に

入
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
言
う
よ
う
に
、
個
性
の
選
択
は
、
差
異
表
示
記
号
へ
自
ら
を
当
て
は
め
る
こ
と

に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
、「
自
由
意
思
」
で
そ
う
し
て
い
る
、
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
、
自
由
な
消
費
選
択

と
、
個
人
的
自
由
が
接
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ゆ
る
い
「
連
合
的
」
状
態
、
つ
ま
り
「
店
を
見
て
回
り
」、

「
真
の
自
己
」
を
選
ん
だ
り
脱
ぎ
捨
て
た
り
し
、「
常
に
動
い
て
回
る
」
機
会
が
、
今
日
の
消
費
社
会
に
お
い
て
は
自
由
を
意
味
す
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
」
の
で
あ（
１０１
）

る
。
こ
の
自
由
は
、
反
面
、
消
費
生
活
の
失
敗
や
不
注
意
に
対
す
る
際
限
な
い
不
安
と
表
裏
一
体

の
関
係
に
あ
る
。

バ
ウ
マ
ン
の
指
摘
は
、
消
費
者
の
自
由
の
問
題
に
つ
い
て
根
源
的
な
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
こ
の
論
点
に
関
し
て
は
、
次
稿
以

降
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
本
稿
で
問
題
と
す
る
の
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
な
ぜ
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
消
費
者
の
自
由
と
、
自

己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
現
や
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
の
選
択
の
問
題
が
観
念
的
に
連
合
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題

を
解
く
鍵
と
な
る
の
が
、「
ロ
マ
ン
主
義
」（R

om
an

ticism
）
で
あ
る
。

（
三
）
ロ
マ
ン
主
義
と
消
費
社
会
の
精
神

か
つ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
著
書
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
で
、
近
代
西
欧
の
資
本
主
義
の
担
い

手
た
ち
を
内
面
か
ら
営
利
追
求
へ
と
推
し
進
め
る
「
資
本
主
義
の
精
神
」
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
（
古
カ
ル
ヴ
ァ
ニ
ズ
ム
）
の
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禁
欲
的
職
業
精
神
に
由
来
す
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
は
、
天
職
（B

eru
f

）
観
念
に
由
来
す
る
世
俗

内
禁
欲
の
エ
ー
ト
ス
（eth

os

）
を
生
み
だ
し
、
所
有
欲
や
奢
侈
を
否
定
し
、
労
働
に
励
む
こ
と
を
人
々
に
求
め
た
が
、
い
つ
の
間
に

か
禁
欲
倫
理
が
消
え
失
せ
て
、
営
利
追
求
自
体
が
目
的
化
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
理
論
で
あ（
１０２
）

る
。
こ
れ
は
、
生
産
の
脱
倫
理
化
の
過

程
を
説
明
し
て
は
い
る
が
、
消
費
の
問
題
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
と
も
い
え
る
。
そ
こ
で
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー

の
理
論
枠
組
を
消
費
の
問
題
に
適
用
し
た
ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
議
論
を
進
め
て
い
る
。
彼
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
研
究

対
象
と
し
た
古
カ
ル
ヴ
ァ
ニ
ズ
ム
と
は
異
な
り
、
後
期
カ
ル
ヴ
ァ
ニ
ズ
ム
が
情
緒
性
を
重
要
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
、
以
下
の

よ
う
に
指
摘
す
る
。
ま
る
で
、
古
カ
ル
ヴ
ァ
ニ
ズ
ム
が
神
の
救
済
の
証
を
労
働
へ
の
専
念
の
中
に
見
い
だ
し
た
よ
う
に
、
後
期
カ
ル
ヴ

ァ
ニ
ズ
ム
は
美
や
善
と
結
び
つ
い
た
品
の
良
さ
（good

taste

）
の
中
に
神
の
救
済
の
証
を
見
い
だ
し
た
。
こ
こ
で
楽
し
み
の
追
求
が

理
想
像
と
な
り
、「
流
行
を
ま
ね
る
」
こ
と
や
貪
欲
に
「
贅
沢
」
品
を
消
費
す
る
よ
う
に
な
っ（
１０３
）

た
。
そ
の
点
で
、
後
期
カ
ル
ヴ
ァ
ニ
ズ

ム
は
、
意
図
せ
ず
し
て
現
代
コ
ン
シ
ュ
マ
ー
リ
ズ
ム
、
つ
ま
り
「
自
律
的
で
、
自
己
幻
覚
的
な
享
楽
主（
１０４
）

義
」
の
精
神
へ
の
道
を
開
い
た

と
す
る
。
更
に
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
は
、
こ
の
コ
ン
シ
ュ
マ
ー
リ
ズ
ム
の
精
神
に
導
か
れ
た
現
代
を
「
ロ
マ
ン
主
義
的
資
本
主
義
」
と
す
る
。

そ
も
そ
も
、
ロ
マ
ン
主
義
と
は
、
啓
蒙
主
義
に
由
来
す
る
理
性
と
科
学
の
重
視
、
物
質
主
義
や
合
理
主
義
、
産
業
社
会
と
い
っ
た
い
わ

ゆ
る
近
代
的
方
向
性
へ
の
反
発
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ（
１０５
）

る
。
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
ロ
マ
ン
主
義
は
い
わ
ゆ
る
近
代
的
な
思
考
と
は
異

な
る
人
間
観
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
、
近
代
的
な
思
考
に
お
い
て
は
、
人
は
す
べ
て
共
通
の
権
利
を
有
す
る
共

通
の
地
位
に
置
か
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
他
方
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
人
間
観
に
よ
れ
ば
、
人
は
他
人
と
は
全
く

違
う
自
律
し
た
存
在
で
あ
る
と
し
て
、
人
間
個
人
の
唯
一
性
を
強
調
す
る
。
よ
っ
て
、
ロ
マ
ン
主
義
に
お
い
て
、
個
人
は
自
ら
の
唯
一

性
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
種
の
義
務
で
あ
り
、
多
様
な
経
験
を
積
ん
で
自
己
を
修
養
す
る
こ
と
、
個
人
の
経
験
の
可
能
性
の
芽
を

摘
ま
ん
と
す
る
社
会
の
様
々
な
制
約
へ
の
反
逆
す
る
こ
と
、
が
そ
の
方
策
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
反
伝
統
的
で
、
享
楽
を
探
求
す
る
姿

論 説
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勢
は
こ
う
し
た
思
想
的
背
景
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ（
１０６
）

る
。

消
費
の
中
に
人
生
の
意
味
を
込
め
る
現
代
型
消
費
は
、
あ
る
意
味
ま
さ
に
ロ
マ
ン
主
義
の
倫
理
の
射
影
で
あ
る
。
現
代
人
は
、
自
ら

を
唯
一
の
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
、
他
人
と
は
違
う
自
分
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
個
性
や
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
を
追
い
か
け
よ
う
と
す
る
。
ロ

マ
ン
主
義
に
お
い
て
は
、
人
間
の
欲
望
は
事
物
の
本
性
に
根
ざ
し
て
お
り
、
主
観
性
の
発
露
で
あ
り
、
主
体
に
よ
る
創
造
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い（
１０７
）

る
。
よ
っ
て
、
消
費
者
の
欲
望
追
求
は
、
ま
さ
し
く
ロ
マ
ン
主
義
的
な
意
味
で
超
―
個
人
主
義
で
あ
り
、
個
人
の
自
由

意
思
の
発
露
で
あ
る
。
他
方
で
、
こ
う
し
た
消
費
は
、
現
代
の
大
量
生
産
・
大
量
消
費
型
経
済
を
前
提
と
す
る
、
社
会
内
に
網
の
目
の

よ
う
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
差
異
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
で
の
、
記
号
的
交
換
の
側
面
を
有
し
て
い
る
と
同
時
に
、
終
わ
る
こ
と
の
な
い
不

安
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
「
呪
わ
れ（
１０８
）

た
」
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。（
そ
の
不
安
の
解
消
は
個
人
の
手
に
の
み
委
ね
ら
れ
て
い

る
が
、
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。）
そ
し
て
、
我
々
は
消
費
を
「
や
め
る
こ
と
が
で
き
な（
１０９
）

い
」。

以
上
の
よ
う
な
、
消
費
社
会
に
お
け
る
消
費
者
の
自
由
の
現
実
態
か
ら
、
消
費
者
問
題
や
法
に
お
け
る
コ
ン
シ
ュ
マ
ー
リ
ズ
ム
を
位

置
づ
け
て
み
る
と
、
そ
こ
に
見
え
て
く
る
の
は
、
奇
妙
な
並
置
（ju

xtaposition

）
で
あ
る
。
消
費
者
問
題
の
根
底
に
は
、
本
来
的

に
は
人
は
、
自
由
な
自
己
決
定
の
法
主
体
で
あ
っ
て
、
本�

来�

は�

個�

人�

が�

決�

め�

る�

・�

選�

ぶ�

べ�

き�

で�

あ�

る�

、
と
い
う
倫
理
的
要
請
が
潜
在
し

て
い
る
。
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
根
底
に
据
え
る
あ
ら
ゆ
る
議
論
が
有
す
る
倫
理
的
な
個
人
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
言
っ
て
も

い
い
。
こ
の
倫
理
性
を
背
景
に
、
近
代
法
は
市
民
社
会
の
秩
序
を
規
律
す
る
原
理
と
し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
。
封
建
主
義
的
統
制
か
ら

解
放
さ
れ
た
こ
と
で
、
新
た
な
社
会
統
制
理
念
は
、
す
べ
て
の
市
民
が
自
由
平
等
な
主
体
で
あ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
な
く
て

は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
個
人
主
義
は
最
適
な
原
理
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
社
会
の
変
容
は
、
近
代
法
の
理
念
の
実
現

を
困
難
に
し
て
し
ま
う
。
た
だ
、
現
代
社
会
に
お
け
る
消
費
の
現
実
を
鑑
み
る
と
、
個
人
の
自
由
意
思
を
行�

使�

し�

な�

け�

れ�

ば�

な�

ら�

な�

い�

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
社
会
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
倫
理
的
な
個
人
主
義
と
、
消
費
社
会
が
必
要
と
す
る
個
人
主
義

コンシュマーリズムの倫理と消費社会の精神？
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の
同
床
異
夢
的
な
共
存
（
共
犯
関
係
？
）
が
成
立
す
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
禁
欲
的
宗
教
倫
理
と
合
理
的

近
代
資
本
主
義
の
エ
ー
ト
ス
と
の
間
に
親
和
性
を
見
い
だ
し
た
が
、
消
費
者
問
題
や
法
に
お
け
る
コ
ン
シ
ュ
マ
ー
リ
ズ
ム
と
消
費
社
会

の
エ
ー
ト
ス
と
の
間
に
は
、
懸
隔
的
並
置
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
同
じ
自
由
な
判
断
主
体
と
い
う
表
徴
の
下
に
、

異
な
る
、
そ
し
て
全
く
懸
け
離
れ
て
い
て
一
見
何
の
関
連
性
を
も
見
い
だ
せ
な
い
よ
う
な
、
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
潜
在
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
共
存
状
態
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、「
法
」
が
社
会
環
境

に
適
応
し
た
場
合
に
の
み
そ
れ
が
可
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
近
代
法
理
念
は
、
現
代
社
会
の
高
度
化
・

複
雑
化
・
多
様
化
・
高
速
度
化
と
い
う
苛
酷
な
状
況
に
適
応
す
べ
く
、
幼
形
成
熟
（
ネ
オ
テ
ニ（
１１０
）

ー
）
し
た
、
つ
ま
り
倫
理
的
個
人
主
義

の
形
質
を
残
し
た
ま
ま
現
代
社
会
に
適
応
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。
そ
う
し
た
姿
が
、
消
費
者
問

題
を
め
ぐ
る
議
論
に
垣
間
見
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
問
題
は
、
適
応
に
あ
た
っ
て
、
近
代
法
理
念
の
中
の
何
か
が
変
質
し
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
自
由
や
自
己
決
定
と
い
っ
た
原
理
が
ロ
マ
ン
主
義
的
個
人
主
義
に
感
染
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ（
１１１
）

る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
筆
者
の
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

（
１
）

J.
B

au
drillard,

L
a

S
ociété

de
con

son
m

m
ation

(D
en

oel,
1970),

p.112.

今
村
仁
司
・
塚
原
史
訳
『
消
費
社
会
の
神
話
と
構

造
』（
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
九
五
年
）
九
九
頁
。
な
お
、
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
引
用
は
訳
書
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
２
）

大
村
敦
志
『
消
費
者
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）
三
頁
。
ち
な
み
に
脚
注
で
、
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
と
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。

（
３
）

筆
者
の
管
見
す
る
か
ぎ
り
、
英
米
圏
で
、
消
費
社
会
論
を
取
り
上
げ
て
い
た
教
科
書
は
、C

.
S

cott
&

J.
B

lack,
C

ran
ston

’s
C

on
-

su
m

ers
an

d
th

e
L

aw
(B

u
tterw

orth
s,2000),pp.1-2.

だ
け
で
あ
っ
た
。
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（
４
）

例
え
ば
、
日
本
法
社
会
学
会
は
、
一
九
九
三
年
度
の
全
体
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
法
社
会
学
の
ア
ン
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
て
（
三
）

法

秩
序
の
近
代
と
現
代
」
と
題
す
る
テ
ー
マ
（
日
本
法
社
会
学
会
編
『
法
秩
序
の
近
代
と
現
代
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）
参
照
）
で
、
法

と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
論
と
の
接
点
を
探
っ
た
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
先
駆
的
な
取
り
組
み
を
見
せ
て
き
た
。
通

常
、
法
社
会
学
の
射
程
に
お
い
て
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
は
、「
モ
ダ
ン
に
対
す
る
徹
底
し
た
批
判
性
」
で
あ
り
、「
主
体
」「
客
観
性
」「
合
理

性
」「
中
立
性
」「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
等
々
を
抑
圧
性
を
暴
露
し
つ
つ
、
否
定
し
、「
近
代
が
措
定
し
た
「
メ
タ
物
語
」、
知
の
構
図
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
不
能
性
と
隠
さ
れ
た
抑
圧
性
を
、
モ
ダ
ン
の
枠
組
み
そ
の
も
の
を
脱
構
築
し
揺
る
が
せ
て
い
く
こ
と
で
露
見
さ
せ
て
い
く
こ
と

が
目
指
さ
れ
る
」
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
和
田
仁
孝
『
法
社
会
学
の
解
体
と
再
生
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
）
六
二
頁
参
照
。

（
５
）

S
.L

ash
S

ociology
of

P
ostm

odern
ism

(R
ou

tledge,
1990).

田
中
義
久
監
訳
『
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
社
会
学
』（
法
政
大
学

出
版
会
、
一
九
九
七
年
）、F

.Jam
eson

,P
ostm

odern
ism

,or,th
e

C
u

ltu
ralL

ogic
ofL

ate
C

apitalism
(D

u
ke

U
n

iv.P
r.,1991).

M
.F

eath
erston

e,C
on

su
m

er
C

u
ltu

re
an

d
P

ostm
odern

ism
(S

age
P

u
blication

s,1991).
G

.R
itzer,T

h
e

M
cD

on
aldization

T
h

esis
:

E
xploration

s
an

d
E

xten
sion

s
(S

age
P

u
blication

s,
1998),

pp.117-133.

正
岡
寛
司
監
訳
『
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
化
の
世

界
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
一
年
）
二
〇
三
〜
二
三
三
頁
。

（
６
）

例
外
と
し
て
、
田
中
茂
樹
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
法
社
会
学
」
日
本
法
社
会
学
会
編
『
法
社
会
学
の
新
地
平
』（
有
斐
閣
、
一
九
九

八
年
）
二
〇
〜
三
〇
頁
を
挙
げ
て
お
く
。

（
７
）

寄
与
を
論
じ
る
こ
と
自
体
が
、「
法
律
学
の
重
力
場
の
呪
縛
」
に
他
な
ら
な
い
。
馬
場
健
一
「
法
社
会
学
基
礎
論
覚
え
書
き
」
神
戸
法
学

雑
誌
第
四
九
巻
第
三
号
三
三
〇
〜
三
三
三
頁
。

（
８
）

M
.

W
eber,

D
ie

protestan
tisch

e
E

th
ik

u
n

d
der

G
eist

des
K

apitalism
u

s,
in

G
esam

m
elte

A
u

fsätze
zu

r

R
eligion

ssoziologie
I

(J.C
.B

.M
oh

r,6.A
u

fl.,1972),S
.17-206.

梶
山
力
訳
、
安
藤
英
治
編
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と

資
本
主
義
の
《
精
神
》』（
未
来
社
、
一
九
九
四
年
）。
な
お
、
羽
入
辰
郎
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
犯
罪
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇

〇
二
年
）
は
、
本
作
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
知
的
誠
実
性
を
め
ぐ
る
、
緻
密
で
あ
り
な
が
ら
非
常
に
衝
撃
的
な
研
究
で
あ
る
。

（
９
）

C
.C

am
pbell,T

h
e

R
om

an
tic

E
th

ic
an

d
th

e
S

pirit
of

M
odern

C
on

su
m

erism
(B

lackw
ell,

1987).

な
お
、
キ
ャ
ン
ベ
ル

の
こ
と
を
ネ
オ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
主
義
者
と
み
な
し
た
の
は
、
リ
ッ
ツ
ア
で
あ
る
。G

.
R

itzer,
E

xploration
s

in
th

e
S

ociology
of

C
on

-

su
m

ption
:

F
ast

F
ood,C

redit
C

ards
an

d
C

asin
os

(S
age

P
u

blication
s,2001),p.109.

本
稿
は
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
が
ウ
ェ
ー
バ
ー

コンシュマーリズムの倫理と消費社会の精神？
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の
論
旨
や
議
論
構
造
を
十
二
分
に
活
用
し
た
の
と
は
異
な
り
、
タ
イ
ト
ル
の
み
借
用
し
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
筆
者
の
文
章
能
力
や
論

理
能
力
、
そ
し
て
知
的
誠
実
性
に
お
い
て
さ
え
も
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
に
は
及
ぶ
べ
く
も
な
い
。
況
や
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
や
、
で
あ
る
。
本
稿
は
、

エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
を
名
の
る
こ
と
す
ら
恥
ず
か
し
い
内
容
の
も
の
で
し
か
な
い
。

（
１０
）

M
.R

eh
bin

der,R
ech

tssoziologie
(W

alter
de

G
ru

yter,3.A
u

fl.,1993),S
.111-113.

吉
野
昭
三
朗
監
訳
『
法
社
会
学
』（
晃
洋

書
房
、
一
九
九
〇
年
）
一
〇
〇
〜
一
〇
一
頁
。
大
村
敦
志
も
こ
の
法
律
が
「
消
費
者
に
自
助
を
要
請
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
大
村

敦
志
『
消
費
者
・
家
族
と
法
（
生
活
民
法
研
究
）』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
九
頁
。

（
１１
）

日
本
の
戦
後
消
費
者
問
題
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
編
『
戦
後
消
費
者
運
動
史
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
九
七
年
）、

同
編
『
戦
後
消
費
者
運
動
史
（
資
料
編
）』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
九
七
年
）
が
参
考
に
な
る
。

（
１２
）

平
成
一
五
年
第
一
八
次
国
民
生
活
審
議
会
消
費
者
政
策
部
会
報
告
書
『
２１
世
紀
型
消
費
者
政
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
』
第
２
章
第
１
節

消
費
者
政
策
の
理
念
（
九
頁
）
よ
り
。
同
報
告
書
は
、
内
閣
府
国
民
生
活
局
が
作
成
し
た
「
消
費
者
の
窓
」U

R
L

:
h

ttp
://w

w
w

.

con
su

m
er.go.jp

か
ら
入
手
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
本
報
告
書
の
紹
介
と
し
て
、
後
藤
巻
則
「
今
日
の
消
費
者
問
題
と
消
費
者
政
策
の
課

題
」
法
律
時
報
第
七
五
巻
一
〇
号
二
四
〜
二
九
頁
が
あ
る
。

（
１３
）

正
田
彬
『
消
費
者
の
権
利
』（
岩
波
新
書
、
一
九
七
二
年
）、
竹
内
昭
夫
「
消
費
者
保
護
」『
現
代
の
経
済
構
造
と
法
』（
筑
摩
書
房
、
一

九
七
五
年
）
以
来
の
法
学
の
通
説
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
を
体
系
的
に
把
握
し
た
も
の
と
し
て
、
大
村
『
消
費
者
・
家
族
と
法
』

一
二
〜
一
九
頁
参
照
。

（
１４
）

Ｈ
Ｐ
上
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
政
策
部
会
の
議
事
録
、
な
ら
び
に
平
成
一
四
年
一
二
月
に
出
さ
れ
た
同
報
告
書
の
原
型
で
あ
る
中
間
報
告

書
に
対
す
る
意
見
募
集
の
内
容
は
、
消
費
者
政
策
の
形
成
過
程
を
分
析
す
る
上
で
も
大
変
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
報
告
書
で
は

消
費
者
の
「
役
割
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
議
事
録
を
読
む
と
、
消
費
者
の
「
責
務
」「
自
己
責
任
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
も

な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
詳
細
は
以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
文
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。U

R
L

:
h

ttp
://w

w
w

.con
su

m
er.go.

jp/in
fo/sh

in
gikai/bu

kai-in
dex.h

tm
l.

（
１５
）

「【
座
談
会
】
消
費
者
法
の
今
日
的
課
題
」
法
律
時
報
第
七
五
巻
第
一
〇
号
一
〇
〜
二
四
頁
な
ど
で
も
そ
の
よ
う
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て

い
る
。

（
１６
）

大
村
敦
志
『
消
費
者
法
』
二
四
〜
二
六
頁
。
こ
う
し
た
議
論
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
私
法
原
理
と
の
関
係
を
問
う
上
で
、
消
費
者
法

論 説
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が
市
民
法
な
の
か
、
そ
れ
と
も
社
会
法
な
の
か
と
い
う
議
論
と
も
つ
な
が
る
が
、
消
費
者
法
と
市
民
法
原
理
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
。

（
１７
）

平
成
一
四
年
内
閣
府
国
民
生
活
局
「
契
約
等
に
関
す
る
消
費
者
の
意
識
調
査
」
結
果
報
告
書U

R
L

:h
ttp

://w
w

w
.con

su
m

er.go.jp/

in
fo/0206

sh
ou

h
isa.pdf

よ
り
。

（
１８
）

例
え
ば
、
清
水
誠
・
金
子
晃
・
島
田
和
夫
著
『
消
費
者
行
政
と
法
』（
三
省
堂
、
一
九
九
三
年
）
一
六
頁
。「
消
費
者
は
愚
か
」
と
説
く

竹
内
昭
夫
と
て
、
消
費
者
保
護
一
辺
倒
の
議
論
で
は
、
消
費
者
の
自
立
性
を
奪
う
こ
と
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
竹
内
昭
夫
『
消
費
者
保

護
法
の
理
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
一
九
頁
。
正
田
彬
・
金
森
房
子
『
消
費
者
問
題
を
学
ぶ
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）
は
、
欧
米

の
市
民
社
会
と
比
較
し
て
、
日
本
で
は
市
民
社
会
の
ル
ー
ル
よ
り
も
相
互
協
調
を
優
先
さ
せ
る
文
化
的
土
壌
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
う
し
た

状
況
に
お
い
て
、
消
費
者
の
権
利
を
確
保
す
る
こ
と
が
や
は
り
必
要
だ
と
論
じ
て
い
る
。
同
上
六
〜
二
四
頁
。
ま
た
、「
弱
く
愚
か
な
」
な

現
代
人
の
人
間
像
を
指
摘
す
る
星
野
英
一
の
議
論
も
参
考
に
な
る
。
星
野
英
一
「
私
法
に
お
け
る
人
間
像
」『
岩
波
講
座

基
本
法
学
１
―

―
人
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
一
二
五
〜
一
七
五
頁
。

（
１９
）

長
尾
治
助
「
法
上
の
消
費
者
概
念
」
立
命
館
法
学
二
〇
一
・
二
〇
二
号
（
一
九
八
八
年
）
九
三
三
頁
。
長
尾
は
、
法
的
人
格
と
し
て
の

人
間
と
、
実
在
体
と
し
て
の
人
間
と
い
う
存
在
の
二
平
面
を
区
分
し
、
現
実
の
多
局
的
社
会
関
係
か
ら
す
れ
ば
前
者
は
理
想
像
と
し
て
の
規

範
の
意
味
で
把
握
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
す
る
。
消
費
者
法
学
に
お
け
る
見
解
の
相
違
は
、
現
実
の
社
会
関
係
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
、

そ
し
て
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
点
で
の
相
違
で
あ
る
。

（
２０
）

例
え
ば
、
石
田
喜
久
夫
『
民
法
秩
序
と
自
己
決
定
』（
成
文
堂
、
一
九
七
六
年
）
一
九
三
〜
一
九
四
頁
参
照
。

（
２１
）

大
村
『
消
費
者
・
家
族
と
法
』
一
五
〜
一
七
頁
。
ま
た
、
鎌
田
薫
「「
消
費
者
法
」
の
意
義
と
課
題
」『
岩
波
講
座

現
代
の
法

１３

現
代
の
消
費
生
活
と
法
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
六
〜
八
頁
も
参
照
。

（
２２
）

大
村
『
消
費
者
法
』
二
〇
頁
。

（
２３
）

来
生
新
「
消
費
者
主
権
と
消
費
者
保
護
」『
岩
波
講
座

現
代
の
法

１３

現
代
の
消
費
生
活
と
法
』
二
八
一
〜
三
〇
七
頁
。
情
報
の
非

対
称
性
以
外
に
も
、
技
術
操
作
、
負
荷
の
転
嫁
、
組
織
力
と
市
場
支
配
力
、
等
の
面
で
非
対
称
性
が
存
在
す
る
と
指
摘
す
る
が
、
技
術
操
作

の
非
対
称
性
は
、
情
報
の
非
対
称
性
の
問
題
で
あ
り
、
組
織
力
と
市
場
支
配
力
の
非
対
称
性
は
、
情
報
の
非
対
称
性
を
解
消
し
、
市
場
競
争

が
活
発
に
な
れ
ば
解
決
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
来
生
の
見
解
に
対
し
て
は
、
川
浜
昇
「「
法
と
経
済
学
」
と
法
解
釈
の
関
係
に
つ

コンシュマーリズムの倫理と消費社会の精神？
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い
て
（
三
）」
民
商
法
雑
誌
第
一
〇
九
巻
第
二
号
九
〜
一
〇
頁
が
参
考
に
な
る
。

（
２４
）

沢
野
直
紀
「
消
費
者
保
護
と
市
民
法
」
西
南
学
院
大
法
学
論
集
第
二
〇
巻
三
・
四
号
（
一
九
八
八
年
）
一
〇
一
頁
、
大
久
保
邦
彦
「
消

費
者
法
の
体
系
的
独
立
性
」
神
戸
学
院
法
学
第
三
一
巻
第
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
五
四
一
〜
一
五
七
五
頁
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
松

本
恒
雄
「
消
費
者
私
法
な
い
し
消
費
者
契
約
と
い
う
観
念
は
可
能
か
つ
必
要
か
」
椿
寿
夫
編
『
講
座

現
代
契
約
と
現
代
債
権
の
展
望

第

六
巻
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
一
年
）
三
〇
〜
三
二
頁
参
照
。

（
２５
）

S
cott

&
B

lack,
op.cit.,

p.27.
G

.
G

.
H

ow
ells

&
S

.
W

eath
erill,

C
on

su
m

er
P

rotection
L

aw
(D

artm
ou

th
,

1995),
p.1.

H
ow

ells
&

S
.W

eath
erill

の
紹
介
と
し
て
、
広
瀬
孝
寿
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
消
費
者
保
護
法
理
の
展
開
」
関
東
学
院
法
学
第
一
一
巻
一

九
五
〜
二
二
〇
頁
。

（
２６
）

R
.D

.C
ooter

&
T

.S
.U

len
,L

aw
an

d
E

con
om

ics
(A

ddison
-W

esley,3
ed.,2000),pp.16-30.

太
田
勝
造
訳
『
法
と
経
済
学
』

（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
九
〇
年
）
三
二
〜
五
二
頁
。
な
お
、
完
全
競
争
市
場
と
い
う
想
定
自
体
の
限
界
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、G

.

M
.H

odgson
,E

con
om

ics
an

d
In

stitu
tion

s
(P

olity
P

r.,
1988),

pp.172-194.

八
木
紀
一
郎
・
橋
本
昭
一
・
家
本
博
一
・
中
矢
俊
博

訳
『
現
代
制
度
派
経
済
学
宣
言
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
一
八
五
〜
二
〇
八
頁
。

（
２７
）

C
ooter

&
U

len
,

op.cit.,
pp.178-188.

訳
二
〇
四
〜
二
一
六
頁
。
た
だ
し
、
約
束
を
履
行
す
る
こ
と
が
効
率
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な

い
場
合
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
効
率
的
契
約
違
反
論
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
船
越
資
晶
「
効
率
的
契
約
違
反
論
あ
る
い
は
市
場
構

築
の
企
投
的
言
説
」
棚
瀬
孝
雄
編
『
法
の
言
説
分
析
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
一
三
三
〜
一
五
九
頁
が
緻
密
な
分
析
を
提
示

し
て
く
れ
る
。

（
２８
）

S
cott

&
B

lack,op.cit.,p.30.

（
２９
）

ibid.,
pp.30-34.

ア
カ
ロ
フ
の
有
名
な
レ
モ
ン
（
欠
陥
中
古
車
）
の
議
論
に
従
う
な
ら
、
供
給
者
と
消
費
者
と
の
間
の
情
報
が
非
対
称

で
あ
れ
ば
、
市
場
が
不
完
備
と
な
る
。G

.
A

.
A

kerlof,
A

n
E

con
om

ic
T

h
eorist’s

B
ook

of
T

ales
(C

am
bridge

U
n

iv.
P

r.,
1984),

pp.7-22.

（
３０
）

S
cott

&
B

lack,
op.cit.,

pp.34-35.
cf.,

H
.

A
.

S
im

on
,

A
dm

in
istrative

B
eh

avior
:

a
S

tu
dy

of
D

ecision
-M

akin
g

P
rocesses

in
A

dm
in

istrative
O

rgan
ization

s
(T

h
e

F
ree

P
r.,4

ed.,1997),pp.93-97,118-122.

ち
な
み
に
本
稿
で
は
、
消
費
者

が
「
合
理
的
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
。
筆
者
は
、
消
費
者
が
「
合
理
的
な
」
主
体
か
否
か
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
消

論 説
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費
者
の
主
体
性
そ
の
も
の
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
え
て
合
理
性
の
有
無
を
問
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ロ
ー
ソ
ン
の
い
う
「
状
況
合
理

性
」（situ

ated
retion

ality

）
概
念
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
人
間
は
、
確
か
に
様
々
な
関
係
性
や
構
造
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
単
に
条
件
で
あ
り
、
人
間
の
意
図
に
応
じ
て
、
現
れ
る
事
象
は
多
様
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
り
、
構
造
と
主
体
性
の
相
互
依
存
性
が

重
視
さ
れ
て
い
る
。T

.L
aw

son
,E

con
om

ics
an

d
R

eality
(R

ou
tledge,1997),pp.174-188.

八
木
紀
一
郎
・
江
頭
進
・
葛
城
政
明
訳

『
経
済
学
と
実
在
』
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
九
六
〜
二
一
二
頁
。cf.,

T
.

L
aw

son
,

R
eorien

tin
g

E
con

om
ics

(R
ou

tledge,

2003),pp.28-62.

（
３１
）

た
だ
、
立
法
に
よ
る
規
制
に
反
対
す
る
経
済
学
的
説
明
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
ポ
ズ
ナ
ー
は
市
場
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
用
い
た
手
法

の
方
が
、
政
府
に
よ
る
規
制
よ
り
も
効
率
的
で
あ
る
と
す
る
。R

.A
.P

osn
er,E

con
om

ic
A

n
alysis

ofL
aw

(A
D

ivision
ofA

spen
P

u
b.

In
c.,

5
th

.ed.,
1998),

pp.404-407.

確
か
に
、
規
制
は
費
用
が
か
か
る
し
、
問
題
認
識
と
効
果
の
面
で
完
全
に
企
図
さ
れ
る
と
は
限
ら
な

い
し
、
意
図
せ
ざ
る
結
果
を
招
く
こ
と
す
ら
あ
る
。cf.,

C
.

S
u

n
stein

,
P

aradoxes
of

th
e

R
egu

latory
S

tate
(1990),

57
U

n
iv.

C
h

icago
L

.R
ev.,pp.407-441.

（
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
こ
う
し
た
規
制
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
遍
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
有
益
な
目
標

達
成
の
た
め
の
規
制
改
革
と
個
人
の
自
律
や
市
場
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
と
の
両
立
を
探
っ
て
い
る
。）
と
は
い
え
、
ポ
ズ
ナ
ー
の
よ
う
な
議
論

は
完
全
な
規
制
が
存
在
し
な
い
の
と
同
様
に
、
完
全
な
市
場
も
存
在
し
な
い
と
い
う
認
識
を
欠
い
た
議
論
で
あ
る
と
い
え
る
。S

cott
&

B
lack,op.cit.,pp.35-36.

（
３２
）

私
法
と
消
費
者
法
と
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
各
学
説
ご
と
に
整
理
・
検
討
し
た
文
献
と
し
て
は
、
大
村
敦
志
『
契
約
法
か
ら
消
費
者

法
へ
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
三
〜
五
〇
頁
が
詳
し
い
。

（
３３
）

渡
辺
洋
三
『
法
と
は
何
か
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）
九
〇
頁
。

（
３４
）

川
島
武
宜
「
市
民
社
会
に
お
け
る
法
と
倫
理
」『
川
島
武
宜
著
作
集

第
四
巻

法
社
会
学
４
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
）
五
三
頁
。

（
３５
）

G
.W

.F
.H

egel.,G
ru

n
dlin

ien
der

P
h

ilosoph
ie

des
R

ech
ts

(ein
U

llstein
B

u
ch

,1972),§
.182,S

.168-169.

上
妻
精
・
佐

藤
康
邦
・
山
田
忠
彰
訳
『
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
９
ｂ

法
の
哲
学
（
下
巻
）』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
三
五
一
〜
三
五
二
頁
。

（
３６
）

E
.P

asch
u

kan
is,A

llgem
ain

e
R

ech
tsleh

re
u

n
d

M
arxisim

u
s

:V
ersu

ch
ein

er
kritik

der
ju

ristisch
en

G
ru

n
dbegriffe

(M
arxistisch

e
B

ibliotek,
1922),

S
.89.

稲
子
恒
夫
訳
『
法
の
一
般
理
論
と
マ
ル
ク
ス
主
義
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
五
八
年
）
一
一
五

頁
。

コンシュマーリズムの倫理と消費社会の精神？
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（
３７
）

近
年
の
市
民
法
論
を
整
理
し
た
文
献
と
し
て
は
、
吉
田
克
己
『
現
代
市
民
社
会
と
民
法
学
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
年
）
一
〇
八
〜

一
〇
九
頁
参
照
。

（
３８
）

西
村
隆
男
『
日
本
の
消
費
者
教
育
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。

（
３９
）

竹
内
昭
夫
「
消
費
者
は
無
知
で
は
な
い
の
か
」
法
学
教
室
一
一
一
号
（
一
九
九
八
年
）
参
照
。

（
４０
）

U
R

L
:

h
ttp

://w
w

w
.n

cep.org.u
k/pages/w

h
y.h

tm
l.

（
４１
）

R
.

B
an

ister,
C

on
su

m
er

E
du

cation
in

th
e

U
n

ited
S

tates
:

A
H

istorical
P

erspective.
U

R
L

:
h

ttp
://w

w
w

.n
ice.

em
ich

.edu
/h

iscon
sed.h

tm
l.

（
４２
）

ネ
ー
ダ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
体
制
は
力
を
民
主
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
せ
ず
に
、
そ
れ
を
集
中
さ
せ
、
声
な
き
市
民
を
犠
牲
に
し

て
特
殊
利
益
グ
ル
ー
プ
に
奉
仕
す
る
傾
向
が
あ
る
。
…
…
だ
れ
が
市
民
を
代
表
す
る
の
か
？
、
だ
れ
が
代
表
し
う
る
か
？
、
わ
れ
わ
れ
自
身

だ
け
で
あ
る
」
Ｒ
・
Ｆ
・
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
著
、
巻
正
平
訳
『
ネ
ー
ダ
ー
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
二
年
）
二
九
五
頁
よ
り
。cf.,

R
.

N
ader,T

h
e

G
reat

A
m

erican
G

yp,in
D

.A
.A

sker
&

G
.S

.D
ay

eds.,C
on

su
m

erism
(T

h
e

F
ree

P
r.,1971),pp.43-58.,G

.

C
ross,C

orrallin
g

C
on

su
m

er
C

u
ltu

re,in
M

.D
au

n
ton

&
M

.
H

ilton
eds.,

T
h

e
P

olitics
of

C
on

su
m

ption
(O

xford,
2001),

pp.291-293.

な
お
、ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
社
会
に
お
け
る
市
民
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、J.U

rry,S
ociology

beyon
d

S
ocieties:M

obilities

for
th

e
T

w
en

ty-first
C

en
tu

ry
(R

ou
tledge,2000),pp.161-187.

が
参
考
に
な
る
。

（
４３
）

グ
リ
ー
ン
・
コ
ン
シ
ュ
マ
ー
リ
ズ
ム
は
、J.E

lkin
gton

&
J.H

ailes,T
h

e
G

reen
C

on
su

m
er

G
u

ide
(G

ollan
cz,

1988

）
の
出

版
を
境
に
広
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
間
々
田
孝
夫
『
消
費
社
会
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
三
六
〜
二
四
八
頁
参
照
。
な
お
、
環
境
保

護
主
義
的
な
消
費
者
活
動
の
先
進
地
域
で
あ
る
欧
州
諸
国
の
現
状
に
つ
い
て
はM

.
S

olom
on

,
G

.
B

am
ossy

&
S

.
A

skegaard,

C
on

su
m

er
B

eh
aviou

r
:

A
E

u
ropean

P
erspective

(P
ren

tice
H

all,2n
d.ed.,2002),pp.541-548.

が
参
考
に
な
る
。

（
４４
）

h
ttp

://w
w

w
.con

su
m

er.go.jp/in
fo/sh

in
gikai/iin

kai4/pdf/san
kou

sh
iryou

3-1.pdf

（
４５
）

M
.H

ilton
,C

on
su

m
erism

in
20

th
-C

en
tu

ry
B

ritain
(C

am
bridge,2003),pp.314-328.

（
４６
）

S
olom

on
,B

am
ossy

&
A

skegaard,op.cit.,pp.545-548.

（
４７
）

A
.C

.H
u

tch
in

son
,L

ife
after

S
h

oppin
g

:
F

rom
C

on
su

m
ers

to
C

itizen
s,in

I.R
am

say,C
on

su
m

er
L

aw
in

th
e

G
lobal

E
con

om
y

(A
sh

gate,
1997),

pp.25-46.
cf.,

I.
R

am
say,

C
on

su
m

er
L

aw
an

d
S

tru
ctu

res
of

T
h

ou
gh

t
:

A
C

om
m

en
t,

16
J.

論 説
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C
om

su
m

er
P

olicy
(1993)pp.79-94.

（
４８
）

彼
は
、
市
民
性
（citizen

sh
ip

）
を
「
権
利
の
語
法
（righ

ts
talk

）」
の
観
点
か
ら
語
る
こ
と
を
拒
否
し
、
市
民
的
責
務
の
観
念
や
、

特
定
の
時
空
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
存
在
と
し
て
の
市
民
、
民
主
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
社
会
歴
史
的
文
脈
を
強
調
す
る
。
一
見
、
非
常
に
共

同
体
主
義
的
な
見
解
で
あ
る
が
、
彼
自
身
は
共
同
体
主
義
的
な
見
地
を
否
定
し
、「
善
き
生
」
は
、
常
に
作
り
直
さ
れ
、
再
交
渉
化
さ
れ
る

と
述
べ
て
い
る
。H

u
tch

in
son

,
op.cit.,

p.35.

お
そ
ら
く
、
彼
が
民
主
主
義
的
な
参
加
と
制
度
的
実
験
と
い
う
観
点
か
ら
国
家
を
論
じ
る

こ
と
が
必
要
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
鑑
み
て
、
既
存
の
制
度
的
文
脈
の
中
で
絶
え
ず
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
構
想
す
る
と
い
う
ア
ン
ガ
ー

の
民
主
主
義
的
実
験
主
義
の
よ
う
な
作
法
を
想
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。R

.M
.U

n
ger,W

h
at

S
h

ou
ld

L
egalA

n
aly-

sis
B

ecom
e?

(V
erso,1996),pp.11-26,163-170.

（
４９
）

星
野
英
一
「
契
約
・
契
約
法
の
歴
史
と
比
較
法
」『
岩
波
講
座

基
本
法
学
４
―
―
契
約
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
三
〇
、
四
七

〜
四
八
頁
。

（
５０
）

D
.K

en
n

edy,F
orm

an
d

S
u

bstan
ce

in
P

rivate
L

aw
A

dju
dication

,89
H

arvard
L

.R
ev.(1976)pp.1685-1778.

な
お
、

法
的
議
論
の
根
底
に
個
人
主
義
対
利
他
主
義
と
い
う
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
根
源
的
矛
盾
を
見
い
だ
し
た
と
す
る
一
般
的
な
ケ
ネ
デ
ィ
理
解
に
対

し
て
、
法
の
内
在
的
批
判
と
し
て
ケ
ネ
デ
ィ
理
論
を
再
構
成
す
る
船
越
資
晶
の
研
究
は
、
法
的
議
論
実
践
の
内
部
構
造
を
明
確
化
す
る
と
い

う
点
で
、
有
意
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
船
越
資
晶
「
ダ
ン
カ
ン
・
ケ
ネ
デ
ィ
の
私
法
理
論
（
一
）
〜
（
三
）」
法
学
論
叢
第
一
五
三
巻
第

二
〜
四
号
参
照
。

（
５１
）

J.N
.A

dam
s

&
R

.B
row

n
sw

ord,U
n

derstan
din

g
C

on
tract

L
aw

(S
w

eet
&

M
axw

ell,3
rd.ed.,2000),pp.38-39.

彼
ら

は
「
形
式
主
義
者
」「
リ
ア
リ
ス
ト
」「
市
場
個
人
主
義
」「
消
費
者
福
祉
主
義
」
の
四
つ
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
と
し
て
い
る
が
、
彼
ら
自
身

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
言
葉
を
マ
ル
ク
ス
主
義
ほ
ど
厳
密
に
使
っ
て
い
な
い
し
、
こ
れ
ら
四
つ
の
観
念
を
「
規
約
的
に
」
用
い
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。ibid.,p.43.

（
５２
）

Ibid.,pp.172-177.

（
５３
）

Ibid.,
pp.177-181.

こ
れ
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
提
示
し
た
上
で
、
彼
ら
は
、
市
場
個
人
主
義
的
な
法
の
条
文
と
、
消
費
者
福
祉
主
義

的
観
点
が
混
在
し
た
法
の
条
文
と
に
お
け
る
、
形
式
主
義
者
、
市
場
個
人
主
義
的
リ
ア
リ
ス
ト
、
消
費
者
福
祉
主
義
的
リ
ア
リ
ス
ト
、
そ
れ

ぞ
れ
の
法
解
釈
の
あ
り
方
を
議
論
し
て
い
る
。

コンシュマーリズムの倫理と消費社会の精神？
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（
５４
）

P
.S

.A
tiyah

,A
n

In
trodu

ction
to

th
e

L
aw

ofC
on

tract
(O

xford,5
th

.ed.,1995),pp.58-60.

（
５５
）

吉
田
克
己
、
前
掲
註
一
〇
七
〜
一
一
一
頁
。

（
５６
）

J.H
abarm

as,F
aktizitat

u
n

d
G

eltu
n

g
(S

u
h

rkam
p,1992),S

.443-444.
（
５７
）

山
本
敬
三
「
現
代
社
会
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
私
的
自
治
（
一
）（
二
）」
法
学
論
叢
第
一
三
三
巻
第
四
号
（
一
九
九
三
年
）
一
〜

二
〇
頁
、
第
五
号
一
〜
二
九
頁
。

（
５８
）

山
本
顕
治
「
再
交
渉
義
務
論
に
つ
い
て
（
一
）」
法
政
研
究
第
六
三
巻
第
一
号
（
一
九
九
六
年
）
一
〜
一
一
三
頁
。

（
５９
）

大
村
敦
志
『
典
型
契
約
と
性
質
決
定
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）、『
公
序
良
俗
と
契
約
正
義
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）。

（
６０
）

吉
田
克
己
、
前
掲
書
。

（
６１
）

R
.D

w
orkin

,D
o

L
iberty

an
d

E
qu

ality
C

on
flict?

in
P

.B
arker,L

ivin
g

as
E

qu
als

(O
xford,1996),pp.42-44.

（
６２
）

善
き
生
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
の
指
摘
が
興
味
深
い
。
彼
は
、
個
人
の
福
祉
�
善
き
生
（w

ell-bein
g

）
を
生
活
の
質
で
あ
る
と

す
る
。
人
々
の
生
活
は
、
相
互
に
関
連
し
た
機
能
（fu

n
ction

in
g

）
―
―
例
え
ば
十
分
に
栄
養
摂
取
し
て
い
る
か
、
健
康
か
と
い
う
基
本
的

な
も
の
か
ら
幸
福
か
、
自
尊
心
を
持
っ
て
い
る
か
、
社
会
生
活
に
参
加
し
て
い
る
か
等
―
―
の
集
合
で
あ
り
、
人
の
存
在
は
こ
う
し
た
機
能

で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
人
の
福
祉
�
善
き
生
の
評
価
は
こ
れ
ら
の
構
成
要
素
を
評
価
す
る
形
で
な
さ
れ
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
人
が
行
う
こ

と
の
で
き
る
機
能
の
組
合
せ
は
、
選
択
の
自
由
度
に
依
存
し
て
お
り
、
こ
の
自
由
度
（
�
生
き
方
の
幅
）
が
潜
在
能
力
（capabilities

）
に

よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
す
る
。A

.
S

en
,

In
equ

ality
reexam

in
ed

(O
xford,

1992),
pp.39-40.

池
本
幸
生
・
野
上
裕
生
・
佐
藤
仁
訳
『
不

平
等
の
再
検
討
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
五
九
〜
六
〇
頁
。

（
６３
）

J.
S

.
M

ill,
O

n
L

iberty
(L

on
gm

an
s,

G
reen

&
C

o.,
1865),

p.6.

塩
尻
公
明
・
木
村
健
康
訳
『
自
由
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七

一
年
）
二
五
頁
。

（
６４
）

山
田
卓
夫
『
私
事
と
自
己
決
定
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
七
年
）
五
頁
。

（
６５
）

É
.

D
u

rkh
eim

,
L

’in
dividu

alism
e

et
les

In
tellectu

els,
in

L
a

S
cien

ce
sociale

et
L

’action
(P

resses
U

n
iversitaires

de

F
ran

ce,
1970),

pp.261-278.

佐
々
木
交
賢
・
中
嶋
明
勲
訳
『
社
会
科
学
と
行
動
』（
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
八
八
年
）
二
〇
八
〜
二
二
〇

頁
、L

eçcon
s

de
S

ociologie
(P

resses
U

n
iversitaires

de
F

ran
ce,1969),pp.92-93.

宮
島
喬
・
川
喜
多
喬
『
社
会
学
講
義
』（
み
す

ず
書
房
、
一
九
七
四
年
）
九
一
〜
九
二
頁
。

論 説
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（
６６
）

R
.C

otterrell,
E

m
ile

D
u

rlh
eim

:
L

aw
in

a
M

oralD
om

ain
(S

tan
ford

U
n

iv.P
r.1999),pp.112-118.

（
６７
）

C
otterrell,op.cit.,p.120.

（
６８
）

川
島
武
宜
、
前
掲
註
七
二
〜
八
八
頁
。

（
６９
）

同
上
八
八
〜
九
六
頁
。

（
７０
）

同
上
五
四
頁
。

（
７１
）

H
egel.,a.a.O

.,§
.185.S

.170-171.

訳
三
五
四
〜
三
五
六
頁
。

（
７２
）

こ
の
よ
う
な
自
己
陶
冶
と
自
由
の
内
在
的
連
関
を
、
サ
ン
デ
ル
や
テ
イ
ラ
ー
の
よ
う
な
共
和
主
義
的
な
共
同
体
主
義
者
も
強
調
し
て
い

る
。M

.
J.

S
an

del,
D

em
ocracy’s

D
iscin

ten
t

:
A

m
erica

in
S

earch
of

a
P

u
blic

P
h

ilosoph
y

(H
arvard

U
n

iv.
P

r.,
1996),

pp.300-321.

（
７３
）

村
上
淳
一
『
ド
イ
ツ
市
民
法
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
四
七
〜
六
〇
頁
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
議
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
的
な
議
論
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
た
の
は
、
倫
理
的
自
律
性
を
担
う
家
長
で
あ
っ
た
。

（
７４
）

村
上
、
前
掲
註
四
七
頁
。

（
７５
）

L
.von

M
ises,H

u
m

an
A

ction
:

A
T

reatise
on

E
con

om
ics

(W
illiam

H
odge,1949),p.11.

村
田
稔
夫
訳
『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・

ア
ク
シ
ョ
ン
』（
春
秋
社
、
一
九
九
二
年
）
三
五
頁
。

（
７６
）

G
.M

.H
odgson

,op.cit.,pp.53-62.

訳
五
七
〜
六
六
頁
。

（
７７
）

J.S
.

S
tiglitz,

E
con

om
ics

(W
.

W
.

N
orton

,
2

n
d.ed.,

1997),
p.161.

藪
下
史
郎
・
秋
山
太
郎
・
金
子
能
宏
・
木
立
力
・
清
野
一

治
訳
『
入
門
経
済
学
（
第
二
版
）』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
九
年
）
二
五
五
頁
。

（
７８
）

F
.A

.H
ayek,T

h
e

R
oad

to
S

erfdom
(R

ou
tledge,1944),p.44.

西
山
千
明
訳
『
隷
属
へ
の
道
』（
春
秋
社
、
一
九
九
二
年
）
七
四

頁
。

（
７９
）

G
.M

.H
odgson

,E
con

om
ics

an
d

U
topia

(R
ou

tledge,1999),pp.62-97.

若
森
章
孝
・
小
池
渺
・
森
岡
孝
二
訳
『
経
済
学
と
ユ

ー
ト
ピ
ア
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
七
四
〜
一
一
二
頁
。

（
８０
）

た
と
え
ば
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
、
消
費
者
保
護
統
制
で
は
「
政
府
に
よ
る
失
敗
」
が
生
じ
る
だ
け
で
、
消
費
者
の
真
の
保
護
に
は
つ
な

が
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
よ
っ
て
、
市
場
競
争
に
よ
っ
て
消
費
者
が
商
品
を
選
別
し
、
企
業
が
努
力
し
、
民
間
レ
ベ
ル
で
消
費
者
へ
の
情
報

コンシュマーリズムの倫理と消費社会の精神？
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提
供
を
行
う
方
が
は
る
か
に
消
費
者
保
護
に
つ
な
が
る
と
い
う
。M

.
&

R
.

F
riedm

an
,

F
ree

to
C

h
oose

(H
arcou

rt-B
race

Jova-

n
ovich

,1979),pp.187-227.

西
山
千
明
『
選
択
の
自
由
』（
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
人
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
）
四
二
九
〜
五
〇
九
頁
。

（
８１
）

R
.C

otterrell,T
h

e
S

ociology
ofL

aw
:

A
n

In
trodu

ction
(B

u
tterw

orth
s,1992),p.119.

（
８２
）

J.B
en

son
,T

h
e

R
ise

ofC
on

su
m

er
S

ociety
in

B
ritain

1880-1980
(L

on
gm

an
,1994),p.234.

（
８３
）

R
.B

ocock,C
on

su
m

ption
(R

ou
tledge,1993),p.21.

な
お
、
消
費
社
会
の
出
現
を
も
た
ら
し
た
い
く
つ
か
の
要
素
を
歴
史
的
に
検

討
し
た
も
の
と
し
て
、P

.C
orrigan

,T
h

e
S

ociology
ofC

on
su

m
ption

(S
age

P
u

blication
s,1997),pp.1-16.

が
参
考
に
な
る
。

（
８４
）

J.K
.G

albraith
,T

h
e

A
fflu

en
t

S
ociety,(H

am
ish

H
am

ilton
,1958),pp.119-125.

鈴
木
啓
太
郎
訳
『
ゆ
た
か
な
社
会
』（
岩

波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
二
一
一
〜
二
二
一
頁
。
も
っ
と
も
企
業
の
消
費
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
効
果
に
つ
い
て
は
、
現
代
的
な
消
費
の
有
り
様

か
ら
し
て
み
れ
ば
素
朴
な
見
解
と
い
え
る
。
間
々
田
孝
夫
、
前
掲
註
、
四
八
〜
八
一
頁
参
照
。

（
８５
）

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
批
判
は
、
倫
理
的
個
人
主
義
を
内
包
す
る
あ
ら
ゆ
る
法
に
お
け
る
コ
ン
シ
ュ
マ
ー
リ
ズ
ム
の
議
論
に
あ
て
は
ま
る
は

ず
で
あ
る
。

（
８６
）

B
au

drillard,op.cit.,p.93.
訳
七
九
〜
八
〇
頁
。

（
８７
）

ibid.,p.111.

訳
九
八
頁
。

（
８８
）

ibid.,
pp.129-137.

訳
一
一
六
〜
一
二
三
頁
。
モ
ノ
と
記
号
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、J.

B
au

drillard,
L

e
S

ystèm
e

des
O

bjets

(G
allim

ard,
1968).

宇
波
彰
訳
『
物
の
体
系
』（
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
）、J.

B
au

drillard,
P

ou
r

u
n

e
C

ritiqu
e

de

L
’écon

om
ie

P
olitiqu

e
du

S
ign

e
(G

allim
ard,1972).

今
村
仁
司
・
宇
波
彰
・
桜
井
哲
夫
訳
『
記
号
の
経
済
学
批
判
』（
法
政
大
学
出
版

会
、
一
九
八
二
年
）、cf.,

C
orrigan

,
op.cit.,

pp.33-49.

ま
た
、
法
学
の
分
野
で
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
記
号
論
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、

田
中
茂
樹
、
前
掲
註
、
二
五
〜
二
七
頁
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
は
、
当
初
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
立
場
で
こ
の
研
究
を
行
っ
て

い
た
が
、
後
期
の
著
作
で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
を
放
棄
し
て
し
ま
う
。M

.
G

an
e,

B
au

drillard
:

C
ritical

an
d

F
atal

T
h

eory
(R

ou
t-

ledge,1991),pp.86-93.

（
８９
）

B
au

drillard,L
a

S
ociete

de
con

son
m

m
ation

,pp.113-117.
訳
一
〇
〇
〜
一
〇
三
頁
。

（
９０
）

H
.

M
arcu

se,
D

er
ein

dim
en

sion
ale

M
en

sch
:

S
tu

dien
zu

r
Ideologie

der
fortgesch

ritten
en

In
du

striegesellsch
aft

(D
eu

tsch
er

T
asch

en
bu

ch
V

erlag,
1994).

S
.21-38.

生
松
敬
三
ほ
か
訳
『
一
次
元
的
人
間
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
四
年
）
一
九

論 説
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〜
三
六
頁
。

（
９１
）

R
itzer,

op.cit.,
p.109-111.

も
と
も
と
は
マ
ル
ク
ス
の
概
念
と
の
こ
と
で
あ
る
。cf.,

K
.

M
arx,

D
as

K
apital:

K
ritik

der

politisch
en

Ö
kon

om
ie

B
d.2.,in

K
arlM

arx
F

riedrich
E

n
gels

W
erke

B
d.24.(D

ietz,1963),S
.394,402.

大
内
兵
衛
・
細
川

嘉
六
監
訳
『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
第
２４
巻

資
本
論
�
』（
大
月
書
房
、
一
九
九
六
年
）
四
八
六
、
四
九
六
頁
。
そ
も
そ
も
、
現

代
の
経
済
は
持
続
的
に
消
費
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
で
成
長
し
て
い
る
。
景
気
回
復
に
一
層
の
「
内
需
拡
大
」
を
期
待
す
る
と
い
っ
た
議
論
が

ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

（
９２
）

リ
ッ
ツ
ア
は
、
今
日
の
消
費
手
段
に
よ
る
消
費
者
の
搾
取
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
演
出
に
よ
る
購
買
意
欲
の
か
き
立
て
―
―
脱
呪
術
化

（E
n

tzau
beru

n
g,

disen
ch

an
tm

en
t

）
さ
れ
、
合
理
化
さ
れ
た
消
費
手
段
の
再
呪
術
化
―
―
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
論
じ
て
い
る
。

R
itzer,op.cit.,pp.118-143.

（
９３
）

G
.M

cC
racken

,C
u

ltu
re

an
d

C
on

su
m

ption
(In

dian
U

n
iv.P

r.,1990),pp.10-16.

（
９４
）

N
.

M
cken

drick,
J.

B
rew

er
&

J.
H

.
P

lu
m

b,
T

h
e

B
irth

of
a

C
on

su
m

er
S

ociety
:

th
e

C
om

m
ercialization

of

E
igh

teen
th

-C
en

tu
ry

E
n

glan
d

(E
u

ropa
P

u
blication

s,1982),pp.100-145.

（
９５
）

T
.V

eblen
,T

h
e

T
h

eory
ofth

e
L

eisu
re

C
lass

:
A

n
E

con
om

ic
S

tu
dy

ofIn
stitu

tion
s

(U
n

w
in

B
ooks,1970),pp.60-80.

（
９６
）

M
.F

eath
erston

e,op.cit.,pp.21-26.

（
９７
）

F
.Jam

eson
,

op.cit.,
p.x.

ジ
ン
メ
ル
は
、
浪
費
の
喜
び
は
そ
の
対
象
や
内
容
と
は
全
く
関
係
な
く
、
た
だ
貨
幣
支
出
の
瞬
間
の
魅
力

に
あ
り
、
そ
の
瞬
間
の
享
楽
の
た
め
無
駄
遣
い
で
あ
っ
て
も
購
入
す
る
と
い
う
強
烈
さ
を
有
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。G

.
S

im
m

el,

P
h

ilosoph
ie

des
G

eldes
(S

u
h

rkam
p,

B
d.6.,

1989),
S

.322-323.

居
安
正
訳
（
白
水
社
、
一
九
九
九
年
）
二
五
八
〜
二
五
九
頁
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
バ
タ
イ
ユ
の
消
尽
概
念
が
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。G

・
バ
タ
イ
ユ
、
生
田
耕
作
訳
『
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ

著
作
集
６

呪
わ
れ
た
部
分
』（
二
見
書
房
）
二
六
一
〜
二
九
〇
頁
。

（
９８
）

A
.G

idden
s,M

odern
ity

an
d

S
elf-Iden

tity
:

S
elf

an
d

S
ociety

in
th

e
L

ate
M

odern
A

ge
(S

tan
ford

U
n

iv.
P

r.,
1991),

pp.80-88.

（
９９
）

B
ocock,

op.cit.,
p

50.,
H

.
F

ergu
son

,
T

h
e

L
u

re
of

D
ream

s
:

S
igm

u
n

d
F

reu
d

an
d

th
e

C
on

stru
ction

of
M

odern
ity

(R
ou

tledge,1996),p.205.,
R

.B
ocock,C

on
su

m
ption

an
d

L
ifestyles,in

R
.bocock

&
K

.
T

h
om

pson
,

S
ocial

an
d

C
u

ltu
ral

コンシュマーリズムの倫理と消費社会の精神？
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F
orm

s
of

M
odern

ity
(P

olity
P

r.,
1992),

pp.120-167.

な
お
、C

.
L

odziak,
T

h
e

M
yth

of
C

on
su

m
erism

(P
lu

to
P

r.,
2002),

pp.1-3.

は
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
形
成
・
維
持
管
理
・
表
現
と
し
て
コ
ン
シ
ュ
マ
ー
リ
ズ
ム
を
解
す
る
理
論

的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
自
体
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
１００
）

以
下
は
、
主
に
、Z

.
B

au
m

an
,

L
iqu

id
M

odern
ity

(P
olity

P
r.,

2000),
pp.76-90.

森
田
典
正
訳
『
リ
キ
ッ
ド
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
』

九
九
〜
一
一
八
頁
に
依
拠
し
て
い
る
。
バ
ウ
マ
ン
の
著
述
は
、
タ
イ
ト
ル
の
通
り
、liqu

id

で
、
あ
ま
り
体
系
的
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、

彼
が
ま
だ
完
全
な
消
費
論
を
提
示
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
彼
の
議
論
が
、
単
な
る
消
費
の
理
論
で
は
な
く
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
状
況
の

苦
し
さ
を
説
明
す
る
た
め
の
消
費
論
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。T

.E
dw

ards,C
on

tradiction
s

of
C

on
su

m
ption

:
C

on
-

cepts,P
ractices

an
d

P
olitics

in
C

on
su

m
er

S
ociety

(O
pen

U
n

iv.P
r.,2000),p.38.

（
１０１
）

B
au

m
an

,op.cit.,
p.87.

訳
一
一
四
頁
。
し
か
し
無
数
の
選
択
肢
を
、
よ
り
多
く
選
べ
る
の
は
、
資
力
の
あ
る
人
間
だ
け
で
あ
る
。
自

分
で
決
め
る
自
由
な
選
択
者
と
い
う
表
向
き
の
平
等
性
の
裏
側
に
は
、
不
平
等
性
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。B

au
m

an
,op.cit.,pp.89-90.

訳

一
一
五
〜
一
一
七
頁
、Z

.
B

au
m

an
,

T
h

in
kin

g
S

ociologically
(B

lackw
ell,

1990),
pp.159-161.

奥
井
智
之
訳
『
社
会
学
の
考
え

方
』（H

B
J

出
版
局
、一
九
九
三
年
）二
七
八
〜
二
八
〇
頁
。cf.,E

dw
ards,op.cit.,pp.36-40.N

.D
odd,S

ocialT
h

eory
an

d
M

odern
ity

(P
olity

P
r.,1999),pp.162-164,180-184.

（
１０２
）

W
eber,

a.a.O
.,

訳
前
掲
註
。
ち
な
み
に
ダ
ニ
エ
ル
・
ベ
ル
は
、
大
量
消
費
型
生
活
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
や
、
ピ
ュ

ー
リ
タ
ン
的
気
風
を
破
壊
し
た
と
論
じ
て
い
る
。D

.B
ell,T

h
e

C
u

ltu
ralC

on
tradiction

s
ofC

apitalism
(B

asic
B

ooks
In

c.,1976),

pp.54-84.

林
雄
二
郎
訳
『
資
本
主
義
の
文
化
的
矛
盾
（
上
）』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
六
年
）
一
二
四
〜
一
九
〇
頁
。

（
１０３
）

C
am

pbell,op.cit.,p.153.

（
１０４
）

ibid.,pp.202-227.

リ
ッ
ツ
ア
は
、
こ
れ
を
呪
術
化
と
み
な
す
。R

itzer,op.cit.,p.117.

（
１０５
）

C
am

pbell,op.cit.,pp.179-181.

（
１０６
）

C
.

C
am

pbell,
R

om
an

ticism
an

d
T

h
e

C
om

su
m

er
E

th
ic

:
In

tim
ation

s
of

a
W

eber-style
T

h
esis,

44
S

ociological

A
n

alysis,pp.279-296.cf.,D
.slater,C

on
su

m
er

C
u

ltu
re

an
d

M
odern

ity
(P

olity
P

r.,1997),pp.95-97.

ロ
マ
ン
主
義
の
担
い

手
は
、
芸
術
家
や
作
家
で
あ
り
、
彼
ら
は
当
初
は
社
会
変
革
の
可
能
性
を
信
じ
た
情
熱
的
な
理
想
主
義
者
で
あ
っ
た
が
、
徐
々
に
自
ら
の
芸

術
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
や
審
美
性
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。T.

E
agleton

,L
iterary

T
h

eory
:

A
n

In
trodu

ction
(B

lackw
ell,

論 説
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1983),
pp.18-22.

大
橋
洋
一
訳
『
文
学
と
は
何
か
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
三
〇
〜
三
六
頁
。
彼
ら
の
審
美
性
は
小
説
を
通
じ
て
大

衆
に
広
ま
っ
た
と
い
う
の
が
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
見
解
で
あ
る
。

（
１０７
）

ル
ネ
・
ジ
ラ
ー
ル
『
欲
望
の
現
象
学
』（
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
）
一
六
〜
一
七
頁
。
ジ
ラ
ー
ル
は
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
欲
望

は
常
に
第
三
者
を
介
在
し
て
し
か
欲
望
で
き
な
い
と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
は
、
現
代
の
消
費
社
会
に
お
い
て
個
人
の
欲
望
が
何
か
を
媒
介

す
る
こ
と
で
し
か
成
立
し
得
な
い
と
い
う
認
識
に
符
合
す
る
点
で
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

（
１０８
）

B
au

m
an

.,L
iqu

id
M

odern
ity,pp.18-22.

訳
二
三
〜
三
〇
頁
。

（
１０９
）

も
ち
ろ
ん
、
消
費
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
近
代
的
主
体
は
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
「
自
由
に
」
選
択
し
、
決
定
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
仲
正
昌
樹
も
指
摘
し
て
い
る
。
仲
正
昌
樹
『「
不
自
由
」
論
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。
た
だ
、
消
費
と
自
由
な

自
己
決
定
の
主
体
と
の
関
係
を
考
え
る
な
ら
ば
、
我
々
に
は
「
じ
っ
く
り
考
え
る
」
余
裕
す
ら
な
い
。

（
１１０
）

幼
形
成
熟
と
は
、
体
部
は
幼
い
段
階
の
ま
ま
、
生
殖
巣
は
成
熟
し
て
生
殖
す
る
現
象
の
こ
と
を
指
す
。

（
１１１
）

こ
の
問
題
を
解
く
鍵
は
、
テ
イ
ラ
ー
が
指
摘
す
る
、A

u
th

en
ticity

（
真
正
性
）
と
い
う
理
念
の
変
容
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。C

.

T
aylor,S

ou
rces

of
T

h
e

S
elf

(H
arvard

U
n

iv.P
r.,1989).T

h
e

E
th

ics
of

A
u

th
en

ticity
(H

arvard
U

n
iv.P

r.,1991).

テ
イ
ラ

ー
の
こ
れ
ら
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
田
中
智
彦
「
両
義
性
の
政
治
学
（
１
）」
早
稲
田
大
学
公
法
研
究
第
五
三
号
（
一
九
九
六
年
）
二
九
三

〜
三
二
三
頁
、「
同
（
２
）」
第
五
五
号
（
一
九
九
七
年
）
二
一
三
〜
二
四
四
頁
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

コンシュマーリズムの倫理と消費社会の精神？
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