
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・

パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題

田
　
中
　
紀
　
行

は
じ
め
に

　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作
は
社
会
科
学
、
こ
と
に
社
会
学
の
世
界
で
は
最
も
重
要
な
古
典
と
し
て
の
評
価
を
確
立
し
て
久
し
く
、

　
　
カ
ノ
ン

そ
の
正
典
と
し
て
の
地
位
は
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
に
は
ド
イ
ツ
語
圏
・
英
語
圏
を
中
心
に
膨
大
な
蓄

積
が
あ
り
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
で
は
「
ヴ
ェ
ー
バ
i
解
釈
産
業
」
と
椰
楡
さ
れ
る
ほ
ど
の
活
況
を
呈
し
て
い
る
ほ
か
、
日
本
に
お
い
て
も
ヴ

ェ
ー
バ
ー
研
究
に
は
ド
イ
ツ
人
研
究
者
に
よ
っ
て
浩
潮
な
研
究
史
（
ω
O
び
≦
Φ
口
け
醤
Φ
阿
り
　
一
Φ
O
O
Q
）
が
書
か
れ
る
ほ
ど
の
実
績
が
あ
る
こ
と
は
周
知

の
通
り
で
あ
る
。

　
自
身
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
者
で
あ
る
デ
ィ
ル
ク
・
ケ
ス
ラ
ー
は
数
年
前
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ヴ
ェ
ー
パ
ー
受
容
史
に
つ
い
て
知
識
社
会
学

的
観
点
も
交
え
て
批
判
的
考
察
を
行
な
っ
た
際
、
第
二
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
受
容
の
特
徴
と
し
て
、
第
一
に
ヴ
ェ
ー

バ
ー
個
人
へ
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
心
と
彼
の
普
遍
史
的
構
想
へ
の
関
心
が
強
い
あ
ま
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作
の
社
会
学
的
内
容
に
目
を
向

け
る
こ
と
が
一
一
の
次
に
な
っ
て
し
ま
う
傾
向
、
第
二
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
受
容
が
著
し
く
選
択
的
で
あ
っ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
法
律
家
・
農
業
史

家
・
経
済
学
者
・
宗
教
学
者
・
文
化
史
家
・
社
会
学
者
・
哲
学
者
・
政
治
家
等
々
に
部
門
分
け
し
て
扱
わ
れ
る
た
め
に
、
そ
の
包
括
的
理
解

が
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（
因
角
角
Φ
斜
い
。
O
O
卜
。
”
×
≦
「
）
。
ケ
ス
ラ
ー
は
ま
た
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

門
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題

二
五
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一　

Z

ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
（
三
三
肝
心
効
ω
し
O
G
。
回
）
以
後
、
現
代
の
社
会
学
理
論
研
究
者
に
よ
っ
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
の
文
献
が
参
照
さ
れ

る
こ
と
が
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
現
在
の
社
会
学
に
と
っ
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
的
レ
リ
ヴ
ァ
ン
ス
は
全
体
と
し
て
わ
ず
か
な
も
の
で
し

か
な
く
な
っ
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
（
囚
器
ω
δ
肖
る
O
O
ω
口
お
h
）
。

　
こ
れ
ら
の
指
摘
は
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
、
と
い
う
よ
り
そ
れ
以
上
に
、
日
本
に
お
け
る
ヴ
ェ
ー
パ
ー
受
容
に
よ
く
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
田
本
に
お
け
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
の
進
展
は
「
ヴ
ェ
…
バ
ー
学
」
の
確
立
を
も
た
ら
し
た
も
の
の
、
そ
の
成
果
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の

現
代
的
有
効
性
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
、
あ
る
い
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
解
釈
に
と
ど
ま
ら
ず
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
理
論
を
体
系
的
に
再
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
わ
ぽ
現
代
化
す
る
と
い
っ
た
試
み
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
十
分
に
行
な
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

現
在
の
日
本
で
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
専
門
的
研
究
が
現
代
の
社
会
学
理
論
の
研
究
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
行
な
わ
れ
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
と
い
え

ぽ
単
な
る
学
説
史
的
観
究
と
し
か
見
な
さ
れ
な
く
な
る
傾
向
が
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
近

年
わ
が
国
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
を
継
承
す
る
若
手
研
究
者
が
少
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
と
お
そ
ら
く
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
日
本
の
場

合
、
総
じ
て
ヴ
ェ
ー
バ
i
研
究
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
社
会
学
者
の
果
た
し
て
き
た
役
割
が
、
経
済
史
・
法
舗
史
・
政
治
学
等
の
研
究
者
の
そ

れ
に
比
べ
て
相
対
的
に
小
さ
か
っ
た
う
え
、
（
社
会
学
者
の
な
か
で
さ
え
）
思
想
史
的
・
個
人
史
的
な
研
究
関
心
が
強
く
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の

中
に
社
会
学
者
と
い
う
よ
り
思
想
家
を
見
出
し
、
歴
史
哲
学
的
な
洞
察
や
時
代
診
断
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
関
心
が
優
位
に
立
っ
て
き
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
他
方
、
海
外
の
研
究
動
向
を
見
る
と
、
こ
の
数
年
間
に
ヴ
ェ
…
バ
i
的
な
社
会
理
論
に
固
有
の
方
法
論
や
パ
1
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
体
系
的

観
点
か
ら
一
つ
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
し
て
再
構
成
す
る
研
究
や
、
そ
れ
を
現
代
の
社
会
理
論
（
合
理
的
選
択
理
論
、
批
判
理
論
、
世
界
シ

ス
テ
ム
論
な
ど
）
と
比
較
し
つ
つ
再
評
価
す
る
研
究
が
ド
イ
ツ
を
中
心
に
し
て
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
も
英
語
圏
で

も
今
や
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
と
社
会
学
理
論
の
研
究
と
の
交
流
は
－
少
な
く
と
も
日
本
と
比
べ
れ
ば
か
な
り
1
活
発
に
行
な
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ヴ
ェ
：
バ
ー
を
単
な
る
古
典
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
代
の
社
会
理
論
と
対
話
し
う
る
、
い
わ
ば
現
役
の
理
論
家
と
し



て
一
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
こ
か
ら
新
し
い
理
論
を
構
築
し
う
る
有
効
な
理
論
的
源
泉
と
し
て
ー
ー
研
究
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
生
ま

れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
ケ
ス
ラ
ー
の
診
断
は
必
ず
し
も
妥
当
と
は
い
え
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
研
究
動
向
を
端
的
に
表
現
し
た
「
ヴ
ェ
ー
パ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
α
Q
ω
妻
Φ
び
Φ
で
℃
p
毒
黛
α
q
ヨ
効
）
」
と
い
う
用
語
は
、
こ
れ
を
タ
イ
ト

ル
に
冠
し
た
ゲ
ル
ト
・
ア
ル
バ
ー
ト
他
編
の
論
文
集
『
ヴ
ェ
ー
バ
i
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
ー
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

新
展
開
に
関
す
る
研
究
』
（
≧
げ
Φ
誉
①
け
典
冨
α
q
］
b
O
O
ω
）
に
由
来
し
、
同
書
潤
行
以
来
ド
イ
ツ
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
者
の
間
で
用
い
ら
れ

て
い
る
。
同
書
は
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
思
考
を
他
の
科
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
並
ん
で
自
立
的
か
つ
生
産
的
な
接
近
方
法
と
し
て
確
立
さ
れ
う
る

よ
う
な
『
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
と
し
て
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
は
可
能
か
P
」
（
H
ぼ
曾
N
）
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
二
〇
〇
三
年
四
月
に
ハ
イ

デ
ル
ベ
ル
ク
で
開
催
さ
れ
た
コ
ロ
キ
ウ
ム
を
も
と
に
編
集
さ
れ
た
論
集
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
内
容
に
つ

い
て
は
ま
だ
統
一
的
見
解
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
体
系
的
再
構
成
と
現
代
化
を
め
ざ
す
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
と
っ
て
の
標
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
た
海
外
に
お
け
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
の
若
干
の
新
し
い
動
向
に
つ
い
て
概
観
し
た
後
、
そ
の
な
か
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

特
に
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
構
築
の
試
み
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
う
え
で
社
会
学
者
と
し
て
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
継
承
の
今
後
の
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

能
性
に
つ
い
て
展
望
し
て
み
た
い
。

近
年
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
の
動
向
i
ド
イ
ツ
を
中
心
に

　
最
近
十
年
余
り
の
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
た
欧
米
の
ヴ
ェ
ー
パ
ー
研
究
の
動
向
を
み
る
と
、
ま
ず
何
と
い
っ
て
も
目
に
つ
く
の
は
膨
大
な
二

次
文
献
の
蓄
積
で
あ
る
。
と
り
わ
け
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
刊
行
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
関
係
文
献
（
翻
訳
を
除
く
）
は
書
籍
に

限
っ
て
も
少
な
く
と
も
五
十
数
冊
に
の
ぼ
り
、
二
〇
〇
六
年
に
は
実
に
十
四
冊
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

生
涯
に
関
す
る
個
人
史
的
・
家
族
史
的
・
政
治
史
研
究
か
ら
、
彼
の
思
想
と
学
問
的
業
績
に
関
す
る
思
想
史
・
政
治
学
・
社
会
学
・
宗
教

「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題

二
七
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二
八

学
・
芸
術
学
・
歴
史
学
等
々
の
分
野
の
研
究
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
理
論
や
ア
プ
ロ
ー
チ
を
応
用
し
た
経
験
的
研
究
、
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
・
フ

ラ
ン
ス
・
田
本
・
韓
國
等
に
お
け
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
受
容
史
の
研
究
に
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
の
進
展
の
背
景
に
は
、

一
九
八
四
年
以
来
刊
行
中
の
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
i
全
集
』
（
蚕
§
き
昏
ミ
ー
9
鶏
§
ミ
奏
隷
）
編
纂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
ヴ
ェ
ー
バ
！

の
著
作
の
C
D
l
R
O
M
化
（
芝
①
σ
①
眞
一
⑩
8
）
に
よ
っ
て
文
献
学
的
研
究
の
た
め
の
環
境
が
整
備
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
英

語
圏
で
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
論
文
の
集
大
成
（
出
g
。
自
ぎ
鐸
［
①
鳥
］
し
8
一
）
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
の
専
門
誌
ミ
§
き
辱
ミ
の
ミ
ミ
湧
の
創
刊

（
二
〇
〇
〇
年
）
、
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
必
携
蜘
シ
リ
ー
ズ
へ
の
ヴ
ェ
ー
パ
ー
に
関
す
る
巻
（
6
霞
口
興
（
Φ
山
・
）
逗
O
O
O
）
の
収
録
、
ヴ
ェ
ー
バ
1
事

典
（
ω
≦
巴
σ
興
σ
q
』
0
8
）
の
刊
行
等
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
出
版
が
相
次
い
で
行
な
わ
れ
た
。
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

の
倫
理
と
資
本
・
襲
撃
の
「
精
神
膓
お
よ
び
『
客
観
性
蜘
論
文
の
刊
行
百
周
年
に
あ
た
る
二
〇
〇
照
年
に
は
、
そ
れ
ら
を
記
念
す
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
が
い
く
つ
か
開
催
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
何
遍
も
の
論
文
集
が
生
み
出
さ
れ
た
ほ
か
、
『
ベ
ル
リ
ン
社
会
学
雑
誌
蜘
（
切
ミ
§
ミ
鳶
ミ
蕊
ミ

ミ
飛
9
無
ミ
麸
紺
）
、
『
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
評
論
輪
（
沁
§
ミ
㌧
§
駕
ミ
題
§
零
ら
～
ミ
薦
尉
）
等
で
ヴ
ェ
ー
パ
…
特
集
号
が
組
ま
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
欧
米
に
お
け
る
近
年
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
は
量
的
に
き
わ
め
て
膨
大
で
あ
り
、
主
要
な
も
の
に
限
っ
て
も
そ
の
全
体
像
を
把

　
　
　
　
　
　
（
5
）

激
す
る
の
は
難
し
い
。
た
だ
、
日
本
の
ヴ
ェ
ー
パ
i
研
究
と
比
較
し
て
、
理
論
的
体
系
化
や
他
の
社
会
理
論
と
の
比
較
を
志
向
し
た
研
究
が

コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。
方
法
論
、
歴
史
社
会
学
、
宗
教
社
会
学
、
経
済
社
会
学
、
支
配
の
社
会
学
、

都
市
社
会
学
、
音
楽
社
会
学
と
い
っ
た
幌
別
分
野
ご
と
の
体
系
的
な
解
釈
・
評
価
と
再
構
成
（
細
螺
p
二
仏
自
N
首
ロ
ユ
窪
［
鎖
戦
。
・
α
q
こ
お
㊤
会

鑓
蝉
ま
Φ
茜
し
O
¢
倉
内
ぢ
鴬
①
瓢
ぴ
興
9
q
ε
乙
菊
δ
ω
①
σ
憎
O
黛
［
鑓
誘
鯨
回
ぴ
o
O
O
鉗
麟
簿
巳
（
O
瓢
降
自
竃
O
触
目
ω
⑱
5
［
瞑
房
α
蔓
］
噂
b
Q
O
霞
）
が
試
み
ら
れ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
ヴ
ェ
ー
パ
…
社
会
学
の
最
も
基
礎
的
な
理
論
と
方
法
論
に
関
す
る
体
系
化
が
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
名
の
も
と
に
試

み
ら
れ
て
い
る
（
≧
σ
①
田
無
巴
．
冨
湊
σ
q
■
］
b
O
O
欝
ω
〇
三
⊆
o
げ
θ
①
び
ひ
。
O
O
即
≧
σ
①
蒜
露
月
日
［
鷺
謎
騨
］
る
O
O
9
鑓
。
耳
瓢
p
¢
［
属
話
ぴ
q
．
］
”
N
O
O
①
）
。
ま

た
こ
れ
と
関
連
し
て
、
他
の
社
会
理
論
（
ジ
ン
メ
ル
、
ル
！
マ
ン
、
ハ
ー
バ
…
マ
ス
、
エ
リ
ア
ス
、
フ
ー
コ
…
、
合
理
的
選
択
理
論
な
ど
）
と

の
体
系
的
比
較
と
評
価
が
し
ぼ
し
ぼ
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
体
系
的
理
論
家
と
し
て
の
有
効
性
や
限
界
を
評
価



し
ょ
う
と
す
る
意
図
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
前
述
の
『
ベ
ル
リ
ン
社
会
学
雑
誌
』
特
集
号
も
、
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」

な
る
も
の
が
は
た
し
て
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
、
存
在
す
る
と
す
れ
ぽ
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
、
現
代
的
見
地
か
ら
批
判
さ
れ
う
る
の

か
、
ま
た
そ
れ
は
二
十
一
世
紀
に
お
い
て
も
他
の
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
真
の
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
の
か
、
現
代
的
な
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
主
義

（ノ

ョ
@
び
Φ
『
一
門
口
凶
ω
呂
P
口
ω
）
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
と
い
っ
た
問
い
を
軸
に
編
集
さ
れ
て
い
た
（
鼠
窪
Φ
び
N
O
O
合
お
累
）
。
そ
の
際
に
検
討

さ
れ
る
最
も
中
心
的
な
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
テ
ク
ス
ト
は
、
『
経
済
と
社
会
』
、
と
り
わ
け
そ
の
「
新
稿
」
（
第
一
次
大
戦
後
に
書
か
れ
た
諸
章
）
の

巻
頭
に
置
か
れ
た
「
社
会
学
の
基
礎
概
念
」
（
芝
①
げ
①
び
お
鐸
￥
ω
O
）
や
『
科
学
論
集
』
（
芝
Φ
ぴ
①
が
お
①
。
。
）
で
あ
る
。

　
従
来
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
学
的
業
績
に
つ
い
て
は
、
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
る
対
象
領
域
の
広
さ
に
加
え
て
、
『
経
済
と
社
会
』
お
よ
び
『
宗

教
社
会
学
論
集
』
と
い
う
二
つ
の
主
著
が
い
ず
れ
も
未
完
で
あ
る
う
え
、
前
者
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
監
修
を
委
嘱
さ
れ
た
シ
リ
ー
ズ
『
社
会
経

済
学
綱
要
』
の
一
巻
と
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
成
立
事
情
も
あ
り
、
体
系
的
・
統
一
的
把
握
の
難
し
さ
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
容
易
な
統
一

的
理
解
を
拒
む
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
多
面
性
は
一
面
で
は
彼
の
魅
力
の
源
泉
で
も
あ
っ
て
、
表
面
的
な
統
一
性
の
欠
如
の
背
後
に
隠
れ
た
テ
ー
マ

の
統
一
性
や
「
真
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
」
を
探
り
出
そ
う
と
す
る
関
心
が
こ
れ
ま
で
多
く
の
ヴ
ェ
ー
バ
i
研
究
を
動
機
づ
け
て
き
た
こ
と
も
確
か

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
（
我
田
引
水
を
含
む
）
多
様
な
ヴ
ェ
ー
バ
ー
解
釈
、
た
と
え
ば
行
為
類
型
論
や
合
理
化
論
に
さ
ま
ざ
ま
な
基
準
を
当
て

は
め
て
再
構
成
し
た
研
究
や
、
彼
の
著
作
か
ら
読
み
取
れ
る
個
々
の
洞
察
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
か
ら
切
り
離
し
て

「
中
範
囲
の
理
論
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
経
験
的
研
究
に
応
用
す
る
研
究
（
官
僚
制
論
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
）
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
も

な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
！
の
著
作
が
し
ば
し
ば
「
採
石
場
」
に
喩
え
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
な
か
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
が
ご
く
最
近
に
な
っ
て
あ
ら
た
め
て
ド
イ
ツ
の
研
究
者
の
間
で
議
論
の
焦
点
に
浮

上
し
て
き
た
背
景
と
し
て
は
、
一
つ
に
は
社
会
学
者
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
体
系
的
理
解
を
そ
れ
ま
で
強
く
規
定
し
て
き
た
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
影
響
力

が
一
九
七
〇
年
代
以
降
次
第
に
低
下
し
、
機
能
主
義
と
社
会
進
化
論
の
枠
組
か
ら
自
由
に
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
像
を
構
築
す
る

こ
と
（
い
わ
ゆ
る
ヴ
ェ
ー
バ
i
解
釈
の
「
脱
パ
ー
ソ
ン
ズ
化
」
）
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
（
O
h
上
巴
げ
曾
ぴ
q
噂
H
㊤
㊤
野
H
舞
［
邦
訳
二
四
頁
ビ
ω
ぞ
⑦
阜

「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題

二
九



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
三
号

三
〇

σ
興
9
q
る
O
O
ω
”
・
。
⑩
り
山
O
H
）
と
い
う
社
会
学
界
の
変
化
が
あ
り
、
ま
た
一
つ
に
は
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
理
論
（
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
、
ギ
デ
ン
ズ
の
構
造
化
理
論
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
文
化
社
会
学
、
合
理
的
選
択
理
論
な
ど
）
に
よ
っ
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー

の
理
論
的
立
場
の
「
継
承
」
が
標
榜
さ
れ
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
者
に
と
っ
て
そ
れ
ら
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
本
来
の
立
場
の
異
同
を
明
ら
か

に
す
る
必
要
が
生
じ
て
き
た
と
い
っ
た
事
情
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
い
わ
ぽ
社
会
学
理
論
の
多
元
的
並
存
状
況
の
な
か
で
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
現

代
的
意
義
を
問
い
直
す
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ニ
　
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
に
よ
る
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
提
唱

　
「
ヴ
ェ
ー
バ
i
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
探
究
に
は
多
く
の
研
究
者
が
関
与
し
て
い
る
が
、
「
ヴ
ェ
ー
バ
i
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
め
ぐ
る
現
在

の
議
論
の
発
端
と
な
っ
た
前
掲
の
ア
ル
バ
ー
ト
他
編
の
論
文
集
（
≧
σ
①
溝
①
g
轡
日
ひ
q
．
］
w
さ
。
O
O
。
。
）
は
M
・
ラ
イ
ナ
ー
・
レ
プ
シ
ウ
ス
と
ヴ
ォ

ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
に
献
呈
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
人
が
同
書
の
巻
頭
に
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
る
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」

な
い
し
「
ヴ
ェ
ー
バ
！
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
特
徴
を
解
説
し
た
論
文
を
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
の
退
官
記
念
論
文
集

『
ヴ
ェ
ー
バ
i
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
諸
相
』
（
≧
σ
Φ
欝
①
冨
ピ
［
牢
ω
α
q
◎
］
る
0
8
）
で
も
彼
の
定
式
化
し
た
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

が
各
掲
載
論
文
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
連
の
議
論
の
中
心
に
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
が
位
置
し
て
い
る
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ

う
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
は
『
西
洋
合
理
・
王
義
の
発
展
臨
（
ω
〇
三
9
簿
①
び
一
〇
お
）
以
来
、
常
に
現
代
の
社
会
学
理
論
（
と
く
に
パ
…
ソ
ソ
ズ
、
ル
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

マ
ン
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
）
と
の
対
話
を
媒
介
さ
せ
つ
つ
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
を
進
め
て
き
た
。
彼
の
ヴ
ェ
…
バ
ー
研
究
の
特
徴
は
、
き
わ
め
て

緻
密
な
ヴ
ェ
…
バ
！
の
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
作
品
史
的
連
関
の
把
握
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
単
な
る
ヴ
ェ
ー
バ
i
「
解
釈
（
H
簿
Φ
垂
雪
＄
け
δ
コ
）
」

に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
「
説
明
（
濁
×
O
一
細
く
麟
ぼ
O
昌
）
」
に
も
踏
み
込
ん
で
お
り
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
か
ら
読
み
取
り
再
構
成
し
た
独
自
の
社
会
学
理

論
に
よ
っ
て
現
代
に
お
け
る
理
論
研
究
に
も
寄
与
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
点
に
あ
り
、
「
ヴ
ェ
ー
バ
！
の
問
題
設
定
に
は
従
う
が
、
そ
の
解
決



に
は
必
ず
し
も
従
わ
な
い
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
が
採
ら
れ
て
い
る
（
H
玄
匹
・
”
置
［
邦
訳
二
　
頁
］
）
。

　
彼
が
考
え
る
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
（
正
確
に
は
「
ヴ
ェ
ー
バ
i
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
　
（
山
鋤
ω
≦
Φ
び
震
冨
凱
ω
o
げ
Φ
閃
。
同
ω
o
げ
二
罫
α
q
ω
窯
9

αq

�
ｹ
ヨ
）
」
）
に
つ
い
て
、
，
「
社
会
学
の
基
礎
概
念
」
や
方
法
論
に
関
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作
を
主
要
な
典
拠
と
し
な
が
ら
初
め
て
体
系
的

に
論
じ
た
の
は
前
述
の
二
〇
〇
三
年
の
コ
ロ
キ
ウ
ム
へ
の
提
出
論
文
「
行
為
、
秩
序
、
文
化
ー
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

特
徴
」
（
≧
び
Φ
誹
簿
巴
噸
［
国
頒
●
冒
卜
。
O
O
ω
”
お
警
み
ω
o
竃
償
。
簿
興
卜
。
O
O
㎝
鳥
－
。
。
①
に
巻
頭
論
文
と
し
て
再
録
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
ヴ

ェ
ー
バ
！
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
こ
れ
に
対
抗
す
る
他
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
対
置
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
上
で
、
そ
の
構
成
要
素
が
十

の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
列
挙
と
い
う
形
で
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
哲
学
的
背
景
と
の
関
連
で
は
「
経
済
学
的
・
社
会
学
的
ヘ
ー
ゲ
ル
主

義
」
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
の
、
そ
し
て
「
社
会
学
的
カ
ン
ト
主
義
」
と
し
て
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
置
さ
れ
、
「
カ
ン
ト

化
的
社
会
学
（
冨
言
鋤
凱
ω
醇
③
滋
Φ
ω
o
臨
。
δ
α
q
凶
Φ
）
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
共
に
カ
ン
ト

哲
学
を
重
要
な
出
発
点
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
社
会
学
に
よ
っ
て
置
き
換
え
た
の
に
対
し
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
社
会
学
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

っ
て
補
完
・
拡
張
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
の
O
げ
一
口
O
び
け
①
「
　
N
O
O
切
”
　
卜
σ
）
。
現
代
の
社
会
学
理
論
の
布
置
状
況
の
中
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解

社
会
学
の
立
場
は
、
「
規
則
に
導
か
れ
た
行
為
の
理
論
（
↓
冨
。
鼠
Φ
号
ω
お
α
q
Φ
蒔
Φ
門
口
叶
簿
窪
国
鎚
α
Φ
冒
ω
）
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ

は
社
会
学
理
論
を
シ
ス
テ
ム
理
論
／
行
為
理
論
に
大
別
し
た
場
合
に
は
後
者
に
分
類
さ
れ
、
後
者
の
な
か
で
は
意
識
哲
学
に
も
と
つ
く
「
主

観
的
に
意
味
を
も
っ
た
行
為
の
理
論
し
と
し
て
超
越
論
的
語
用
論
に
も
と
つ
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
（
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
）

か
ら
区
別
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
主
観
的
に
意
味
を
も
っ
た
行
為
の
理
論
」
の
内
部
で
は
合
理
的
選
択
理
論
に
代
表
さ
れ
る
「
効
用
計
算
的
行

為
の
理
論
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
（
次
頁
の
図
を
参
照
）
。
こ
う
し
て
ル
ー
マ
ン
に
代
表
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
理
論
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的

行
為
の
理
論
、
合
理
的
選
択
理
論
の
三
つ
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
抗
す
る
最
も
重
要
な
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
位
置
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

け
ら
れ
る
。
他
方
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
同
じ
陣
営
に
は
シ
ュ
ヅ
ツ
、
ギ
デ
ソ
ズ
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
ら
が
含
ま
れ
る
（
H
芭
α
．
”
旨
）
。
こ
の
よ
う
に
ヴ
ェ

「
ヴ
ェ
ー
パ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題

＝
二



現代社会学理論の布置状況（W・シュルフターによる）

立　　場 共知

システム理論 行為理論　　　意味、根互主義、

共通項
意味、欄互主義、二重の偶有性、

理解

準基

発話・行為能力をもつ行為者

相人を生成させるものとしてのゲ

ゼルシャフト結合およびゲマイン
シャフト結合

舗度化　　解釈　　多水準的分析

1．システムー環境か
　iテ為考一状況力：

主観的に意

味をもった

行為の理論

mミュニケーショ
ン的行為の理論

　　レ／

2．超越論的語梢論か

　意識理論か

3．実践（Praxis）か規則に導かれた　　効用計算的な格率に従った合理的選択行為
　鰯作（Poiesis）か　行為の理論　　く一一行為の理論　　理想化

＊）実線の矢印は理論の技分かれを，点線の矢印は理論の要素を粗み込んでいることをさす．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Schluchtei’，　2005　：　12）

三
二

ー
バ
ー
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
行
為
理
論
を
基
本
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら

ず
、
こ
れ
に
秩
序
理
論
・
文
化
理
論
・
方
法
論
を
加
え
た
も
の
が
含
ま
れ
る
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
成
要
素
と
し
て
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
が
挙
げ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
イ
リ
ス
テ
イ

る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
①
批
判
的
合
理
主
義
、
②
理
念
型
、
③
説
明
的
理
解
、
④
発
見

ツ
シ
ユ

的
合
理
・
情
義
、
⑤
方
法
論
的
個
人
主
義
、
⑥
多
水
準
分
析
、
⑦
成
果
志
向
と
固
有
価

値
志
向
、
⑧
緬
値
討
議
、
⑨
階
級
・
身
分
闘
争
お
よ
び
秩
序
・
組
織
蘭
争
、
⑩
入
格
で

あ
る
。
①
～
⑥
は
方
法
上
の
問
題
、
⑦
～
⑩
は
基
礎
概
念
上
の
問
題
に
主
と
し
て
関
わ

る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
解

説
し
て
い
る
。

　
①
「
批
判
的
合
理
主
義
」
と
は
こ
の
用
語
が
遡
常
意
味
す
る
ポ
パ
ー
ら
の
立
場
の
こ

と
で
は
な
く
、
エ
ミ
…
ル
・
ラ
ス
ク
の
用
語
法
に
従
っ
て
、
前
カ
ン
ト
的
な
独
断
論
的

合
理
主
義
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
の
流
出
論
的
合
理
主
義
か
ら
区
劉
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
立
場

を
さ
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
；
バ
ー
は
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ
る
一
般
化
的
経
験
科
学
と
個
性
化

的
経
験
科
学
の
区
別
を
そ
こ
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
メ
ン
ガ
…
と
シ
ュ
モ

ラ
！
の
間
で
行
な
わ
れ
て
い
た
経
済
学
の
方
法
を
め
ぐ
る
論
争
（
「
方
法
論
争
」
）
に
決

着
を
つ
け
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
社
会
学
は
理
論
的
考
察
様
式
と
歴
史
的
考
察
様
式
を

と
も
に
用
い
る
理
解
的
・
経
験
的
な
行
為
科
学
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
②
そ
の
行
為
科

学
の
た
め
の
概
念
構
成
が
理
念
型
で
あ
り
、
理
念
型
を
用
い
た
解
釈
仮
説
は
自
然
法
期

的
仮
説
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
③
理
解
と
因
果
的
説
明
と
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、



社
会
学
は
主
観
的
に
思
わ
れ
た
根
拠
（
「
動
機
」
）
を
行
為
の
原
因
と
見
な
す
。
④
発
見
的
合
理
主
義
と
は
行
為
の
説
明
に
お
い
て
目
的
合
理

性
お
よ
び
価
値
合
理
性
を
方
法
論
的
に
重
視
す
る
立
場
を
さ
す
。
た
だ
し
、
目
的
合
理
性
と
価
値
合
理
性
の
間
に
は
優
劣
の
関
係
は
な
い
。

⑤
意
味
を
も
っ
た
行
為
を
な
し
う
る
の
は
人
間
だ
け
だ
が
、
社
会
学
の
説
明
対
象
は
通
例
マ
ク
ロ
現
象
で
あ
り
、
方
法
論
的
個
人
主
義
と
は

マ
ク
ロ
社
会
的
構
造
や
過
程
の
分
析
を
ミ
ク
ロ
水
準
に
基
礎
づ
け
つ
つ
行
な
う
立
場
を
さ
す
。
⑥
多
水
準
分
析
と
は
マ
ク
ロ
水
準
の
現
象
を

ミ
ク
ロ
水
準
の
現
象
と
結
び
つ
け
て
説
明
し
う
る
理
論
的
枠
組
を
さ
し
、
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
「
精
神
」
』
に

お
け
る
説
明
モ
デ
ル
が
（
合
理
的
選
択
理
論
に
お
け
る
そ
の
図
式
化
を
批
判
し
つ
つ
）
そ
の
範
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
⑦
行
為
志
向

は
成
果
志
向
と
闘
有
価
値
志
向
に
二
分
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
技
術
的
規
則
と
規
範
的
規
則
に
従
う
た
め
相
互
に
還
元
不
可
能
で
あ
る
。
同

様
に
目
的
合
理
性
と
価
値
合
理
性
も
そ
れ
ぞ
れ
合
理
性
の
独
自
の
次
元
を
な
す
。
こ
の
観
点
が
「
効
用
計
算
的
行
為
理
論
」
か
ら
ヴ
ェ
ー
バ

ー
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
区
別
す
る
。
⑧
「
価
値
討
議
」
は
行
為
者
の
自
己
反
省
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
成
果
志
向
と
固
有
価
値
志
向

そ
れ
ぞ
れ
の
合
理
化
を
媒
介
す
る
。
⑨
「
社
会
学
の
基
礎
概
念
」
に
お
い
て
、
社
会
関
係
に
関
し
て
は
「
闘
争
」
の
観
点
が
中
心
的
位
置
を

占
め
て
お
り
、
闘
争
は
垂
直
的
（
階
級
と
身
分
）
に
も
水
平
的
（
秩
序
と
組
織
）
に
も
生
じ
る
。
こ
う
し
た
概
念
装
置
は
社
会
的
不
平
等
を

歴
史
的
観
点
か
ら
分
析
す
る
際
に
有
効
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
「
社
会
」
概
念
よ
り
「
秩
序
配
置
（
9
曾
§
ひ
q
ω
ぎ
邑
α
q
葺
草
。
雛
）
」
の

概
念
の
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
⑩
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
垂
直
的
／
水
平
的
闘
争
の
結
果
、
特
定
の
（
生
活
態
度
や
エ
ー
ト
ス
を
備
え
た
）

入
間
類
型
が
淘
汰
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
比
較
歴
史
社
会
学
的
に
探
究
し
た
の
で
あ
る
。

　
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
に
よ
る
以
上
の
よ
う
な
定
式
化
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
最
も
基
本
的
な
構
成
要
素
を
抽
出
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
全
て
を
描
き
出
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
彼
が
他
の
論
文
で
論
じ
た
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
ー
比
較
と
発
展
史
の

関
係
、
歴
史
に
お
い
て
理
念
が
作
用
す
る
様
式
、
価
値
自
由
な
ど
一
も
そ
の
一
部
だ
と
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
自
身
が
明
言
し
て
い
る
（
團
ぽ
α
■
”

ω）

ｱ
と
か
ら
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
が
体
系
化
を
試
み
た
の
は
主
と
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
i
理
解
社
会
学
の
方
法

論
的
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
の
解
釈
自
体
に
特
に
異
論
は
な
い
が
、
実
質
的
な
社
会
学
理
論
（
彼
の
整
理
に
従
え
ば
、
行
為
理
論
・
秩
序
理

「
ヴ
ェ
ー
バ
i
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題

～二

O



哲
学
研
究
　
第
五
菅
八
十
三
号

三
四

論
・
文
化
理
論
）
に
お
け
る
「
ヴ
ェ
ー
バ
i
的
な
も
の
」
の
特
質
は
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
（
特
に
文
化
理
論
に
関
し

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
）
。
ま
た
後
者
に
関
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
「
社
会
学
の
基
礎
概
念
」
を
典
拠
に
し
て
い
る
た
め
に
か
な
り
内
容
が

乏
し
く
な
っ
て
い
る
観
は
否
め
な
い
。
『
経
済
と
社
会
』
を
は
じ
め
と
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作
に
含
ま
れ
る
体
系
的
内
容
を
研
究
プ
惚
グ

ラ
ム
と
し
て
再
構
成
す
る
作
業
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
の
挙
げ
る
十
の
概
念
の
意
味
内
容
と
そ
れ
ら

相
互
の
結
び
つ
き
方
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
と
自
身
で
述
べ
て
い
る
（
囲
ぴ
三
L
ド
ω
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
い
か
な
る
仕
方
で
結

合
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
別
の
形
で
結
び
つ
け
ら
れ
た
場
合
に
そ
こ
か
ら
い
か
な
る
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
導
か
れ
る
の
か
が
十
分
に
明
示
さ

れ
て
い
な
い
。

　
と
は
い
え
、
シ
ュ
ル
フ
タ
！
の
挙
げ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
は
い
ず
れ
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
に
と
っ
て
中
心
的
な
意
義
を
も
つ
要
素
に
は
ち
が

い
な
い
。
⑤
方
法
論
的
個
人
主
義
と
⑥
多
水
準
分
析
は
い
わ
ゆ
る
ミ
ク
ロ
ー
マ
ク
ロ
問
題
に
関
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
立
場
を
示
す
も
の
と
し

て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
⑦
の
成
果
志
向
と
固
有
価
値
志
向
の
区
別
は
圏
的
合
理
性
に
…
元
化
で
き
な
い
包
括
的
な
合
理
性
概
念
を
要
請
し
、

社
会
学
の
功
利
主
義
的
伝
統
か
ら
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。
⑨
「
階
級
・
身
分
闘
争
お
よ
び
秩
序
・
組
織
闘
争
」
の
観
点
は
機
能
主
義
に

対
抗
す
る
闘
争
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
の
親
和
性
を
示
し
て
い
る
。
最
後
に
⑳
「
弁
当
」
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
最
終
的
認
識
関
心
が
さ
ま
ざ

ま
な
社
会
的
条
件
の
も
と
で
の
諸
勢
力
の
闘
争
の
結
果
と
し
て
最
後
に
生
き
残
る
入
間
の
質
の
問
題
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

三
　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
継
承
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
み

　
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
の
考
え
る
ヴ
ェ
ー
バ
…
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
ヴ
ェ
…
バ
ー
を
研
究
し
て
き
た
専
門
家
に
よ
っ
て
詳

細
な
文
献
学
的
知
識
に
立
脚
し
つ
つ
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
専
門
的
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
者
で
は
な
く
社
会
学
理
論
の
溝
築

に
関
心
を
も
つ
研
究
者
に
よ
る
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
独
自
の
解
釈
と
継
承
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
覗
社
会
的
行
為
の
構
造
輪
や
ハ

ー
バ
ー
マ
ス
の
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ミ
ュ
ン
ヒ
の
窯
行
為
の
理
論
蜘
（
］
≦
鐸
8
貫
H
O
。
。
卜
。
）
な
ど
を
初



め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
（
機
能
主
義
、
闘
争
理
論
、
批
判
理
論
な
ど
）
か
ら
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
受
容
し
て
（
デ
ュ
ル
ケ
ム
ら
の
異
質
な
理

論
的
伝
統
と
統
合
し
た
う
え
で
）
自
ら
の
理
論
の
基
盤
に
す
る
こ
と
は
過
去
に
も
試
み
ら
れ
て
き
た
が
、
最
近
こ
の
種
の
研
究
と
し
て
注
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

さ
れ
る
の
は
、
合
理
的
選
択
理
論
の
立
場
か
ら
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
こ
の
理
論
の
先
駆
者
と
し
て
捉
え
直
そ
う
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
こ
の
テ
ー
マ
に
最
も
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
の
が
ゼ
ノ
ナ
ス
・
ノ
ル
ク
ス
の
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
合
理
的
選
択
理
論
』
（
2
0
早

営
ρ
b
。
O
O
H
）
で
あ
る
。
同
書
で
ノ
ル
ク
ス
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
社
会
学
の
構
想
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
そ
れ
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
実
質
的
研

究
お
よ
び
合
理
的
選
択
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
関
係
を
検
討
し
、
さ
ら
に
行
為
の
合
理
性
の
問
題
と
行
為
の
類
型
論
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
中
心
問
題

と
彼
が
見
な
す
合
理
的
資
本
主
義
の
成
立
に
関
す
る
説
明
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
合
理
的
選
択
理
論
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ

ー
の
理
解
社
会
学
は
方
法
論
的
個
入
主
義
や
目
的
合
理
的
行
為
に
置
か
れ
た
発
見
的
な
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
と
い
っ
た
基
本
的
特
徴
か
ら
合
理

的
選
択
理
論
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
も
の
の
、
ゲ
ー
ム
理
論
等
の
経
済
理
論
上
の
前
提
を
現
代
の
合
理
的
選
択
理
論
と
は
共
有
し
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
の
中
で
は
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
位
置
し
か
占
め
て
い
な
い
と
評
価
さ
れ
る
（
H
σ
一
匹
．
”
　
H
O
◎
噛
｛
団
φ
）
。
ノ
ル
ク
ス
の
試
み
が
ど
こ

ま
で
成
功
し
て
い
る
か
は
と
も
か
く
、
彼
が
ヤ
ン
・
エ
ル
ス
タ
ー
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
る
「
分
析
的
マ
ル
ク
ス
・
王
義
」
に
な
ら
っ
て
「
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

析
的
ヴ
ェ
ー
バ
ー
主
義
（
器
二
三
ω
魯
9
窯
Φ
σ
Φ
ほ
器
一
ω
ヨ
話
）
」
を
本
書
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
受
容
史

の
観
点
か
ら
も
興
味
深
い
。
た
だ
一
般
的
に
い
え
ぽ
、
合
理
的
選
択
理
論
を
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
後
継
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
に
は
、
と
り
わ
け

シ
ュ
ル
フ
タ
ー
の
強
調
す
る
行
為
の
二
重
の
合
理
性
（
目
的
合
理
性
と
価
値
合
理
性
）
が
前
者
の
立
場
か
ら
正
当
に
扱
い
う
る
の
か
ど
う
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
前
述
の
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
い
る
な
ら
、
合
理
的
選
択
理
論
に
よ
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
読
み
替
え
は
「
社
会

学
の
基
礎
概
念
」
を
主
要
な
典
拠
と
し
つ
つ
④
発
見
的
合
理
主
義
、
⑤
方
法
論
的
個
人
主
義
、
⑥
多
水
準
分
析
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

行
な
わ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
以
外
の
要
素
に
重
点
を
お
い
た
全
く
異
質
な
ヴ
ェ
ー
バ
ー
継
承
の
戦
略
と
し
て
は
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

よ
る
ヴ
ェ
ー
バ
i
宗
教
社
会
学
の
読
み
替
え
（
b
d
o
霞
臼
Φ
F
6
謡
』
O
O
O
）
が
重
要
で
あ
る
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
社
会
科
学
に
お
け
る
主
観
主
義

「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題

三
五
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三
六

と
客
観
・
中
等
の
二
律
背
反
を
克
服
す
る
と
い
う
関
心
か
ら
独
自
の
理
論
構
築
を
模
索
す
る
過
程
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
に
出
会
い
、

特
に
『
経
済
と
社
会
』
旧
稿
の
「
宗
教
社
会
学
」
に
含
ま
れ
る
宗
教
的
行
為
者
（
呪
術
師
・
祭
司
・
予
言
者
・
平
信
徒
）
間
の
相
互
作
用
の

分
析
に
綿
甲
し
、
そ
こ
に
（
経
済
的
利
害
関
心
に
還
元
で
き
な
い
）
固
有
の
利
害
関
心
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
世
俗
的
社
会
か
ら
相
対
的
に

自
立
し
た
「
宗
教
界
」
の
理
論
を
読
み
取
っ
た
。
彼
は
こ
れ
を
さ
ら
に
「
場
（
o
ぎ
ヨ
賢
と
の
理
論
へ
と
一
般
化
す
る
こ
と
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー

的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
構
造
主
義
的
ア
ブ
採
ー
チ
と
接
合
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
継
承
さ
れ
た
ヴ
ェ
ー
パ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
要
素
の
な
か

で
特
に
重
要
な
の
は
闘
争
理
論
（
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
は
⑨
）
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
仕
事
は
「
宗
教
の
経
済
学
」
で
あ

り
「
宗
教
事
象
の
唯
物
論
的
分
析
」
で
あ
る
と
の
発
雷
（
じ
d
o
蓬
象
①
∬
お
。
。
鴫
”
①
ω
［
邦
訳
、
八
二
頁
］
）
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ブ
ル
デ
ュ

…
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
利
害
闘
争
の
展
開
す
る
場
（
市
場
）
と
し
て
宗
教
界
内
部
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
分
析
す
る
視
角
を
引
き
出
し
、
さ
ら

に
こ
れ
を
文
化
生
産
（
文
学
・
芸
術
・
学
問
な
ど
）
の
世
界
の
社
会
学
的
分
析
に
も
応
用
で
き
る
形
に
一
般
化
し
た
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
の

「
場
」
の
理
論
は
『
世
界
宗
教
の
経
済
倫
理
短
「
上
聞
考
察
」
で
展
開
さ
れ
て
い
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
領
域
（
芝
①
講
ω
9
弩
窪
こ
な
い

し
「
生
活
秩
序
（
】
じ
①
σ
①
昌
ω
O
吋
鳥
昌
鷹
コ
ひ
q
①
瓢
）
」
の
概
念
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
重
要
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
利
害
関
心
が
経
済
的
な
そ
れ
に
＝
兀
化
さ
れ
ず
、
各
々
の
「
場
」
に
固
有
の
利
害
関
心
な
い
し
「
賭
け
金
」

が
存
在
す
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
界
の
場
合
で
い
え
ぽ
、
宗
教
的
正
統
性
（
あ
る
い
は
宗
教
的
権
力
の
正
当
な
行
使
）

の
独
占
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
こ
の
利
害
関
心
の
多
元
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヴ
ェ
…
バ
ー
の
利
害
関
心
に
よ
っ
て

動
か
さ
れ
る
人
問
行
為
の
捉
え
方
（
乏
⑦
σ
2
，
”
一
8
0
H
［
邦
訳
、
五
八
頁
］
）
を
前
装
に
押
し
出
し
な
が
ら
も
、
社
会
学
の
功
利
主
義
的
伝
統

（
舎
理
的
選
択
理
論
も
含
ま
れ
る
）
か
ら
一
線
を
画
す
立
場
に
立
つ
。
他
方
、
行
為
の
合
理
性
に
関
し
て
は
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
ヴ
ェ
ー
バ
！
の

発
見
的
（
方
法
論
的
）
合
理
主
義
を
共
有
ぜ
ず
、
伝
統
的
行
為
に
戦
略
的
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
置
い
た
慣
習
行
動
（
覧
簿
5
二
①
）
と
ハ
ビ
ト

ゥ
ス
の
概
念
を
自
ら
の
理
論
の
中
核
に
据
え
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
彼
の
立
場
は
合
理
的
選
択
理
論
と
明
ら
か

に
対
立
す
る
。
ま
た
価
値
合
理
的
行
為
は
（
宗
教
的
、
芸
術
的
な
ど
の
）
非
経
済
的
利
害
関
心
を
動
機
と
す
る
行
為
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
て



い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
価
値
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
多
元
化
さ
れ
た
「
利
害
関
心
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
と
雷
っ
て
も
よ
い
。

　
以
上
の
二
つ
の
ヴ
ェ
ー
バ
i
継
承
の
試
み
は
全
く
対
照
的
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
や
ア
プ
ロ
ー
チ
に
含
ま
れ
る
特
定
の

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

要
素
を
選
択
的
に
受
容
し
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
中
に
は
そ
れ
だ
け
複
雑
で
相
互
に
異
質
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
以
外
に
も
多
様
な
受
容
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
う
る
し
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
な
い
し
社
会
学
的
伝
統

と
の
統
合
が
今
後
も
試
み
ら
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
正
統
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
凋
落
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
の
社

会
理
論
と
融
合
し
た
多
様
な
マ
ル
ク
ス
主
義
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
、
構
造
主
義
的
マ
ル
ク
ス
主
義
、
分
析
的
マ
ル
ク
ス
主
義
な
ど
）
の
展

開
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
の
古
典
と
し
て
の
生
命
力
が
証
明
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
も
同
様
の
こ
と
が
生
じ
つ
つ
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
場
合
、
も
と
も
と
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
主
義
」
や
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
学
派
」
と
い
っ
た
明
確
に
規
定
さ

れ
た
理
論
体
系
や
学
派
が
存
在
せ
ず
、
そ
の
著
作
の
解
釈
が
特
定
の
枠
に
は
め
ら
れ
て
制
約
さ
れ
る
度
合
い
も
は
る
か
に
低
か
っ
た
わ
け
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
さ
ソ
ド
ク
シ
　

が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
は
社
会
科
学
諸
分
野
に
お
け
る
正
統
派
と
し
て
の
地
位
が
確
立
さ
れ
て
い
た
。
異
な
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
信
奉
者
が

ヴ
ェ
ー
パ
ー
を
そ
の
先
駆
者
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
動
き
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
学
界
に
お
け
る
自
ら
の
正
統
性
を
確
保
し
よ
う
と
す

る
動
機
に
よ
っ
て
部
分
的
に
説
明
で
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
（
Ω
◎
丙
器
路
が
N
8
“
。
”
×
≦
目
）
。

　
他
方
、
前
節
で
触
れ
た
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
内
容
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
研
究
動
向
は
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
解
釈
に
お
け
る
正

統
派
（
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
主
義
」
）
確
立
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
の
一
連
の
仕
事
や
こ
れ
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な

ヴ
ェ
ー
パ
ー
受
容
の
経
緯
を
見
る
限
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
学
理
論
内
部
の
複
雑
性
に
正
当
な
配
慮
を
払
い
つ
つ
同
時
に
そ
こ
か
ら
首
尾

一
貫
し
た
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
構
築
す
る
作
業
は
か
な
り
困
難
で
あ
り
、
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
構
築
に
際
し
て
は
い
ず
れ
に
せ
よ
何
ら
か
の
取

捨
選
択
は
避
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
一
あ
る
い
は
、
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
い
っ
て
も
か
な
り
緩
や
か
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い

の
で
は
な
い
か
ー
ー
と
い
う
印
象
が
強
い
。
逆
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ぽ
、
部
分
的
な
体
系
化
に
轡
ん
じ
る

し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
「
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
自
己
目
的
で
は
な
く
問
題
解
決
の
指
針
」

「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題

三
七
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三
八

で
あ
っ
て
、
結
局
は
そ
の
応
用
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
る
（
ω
〇
三
¢
o
匿
Φ
が
・
。
O
O
㎝
”
ら
）
が
、
経
験
的
研
究
へ
の
応
用
が

こ
れ
ま
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
「
採
石
場
」
に
し
て
き
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
困
難
を
免
れ
な
い
に
せ
よ
、
現
在
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
「
ヴ
ェ
ー
パ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
再
構
成
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
緩
小

化
さ
れ
た
受
容
や
他
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
る
ヴ
ェ
ー
バ
i
受
容
に
際
し
て
の
恣
意
的
な
誤
用
を
防
止
す
る
た
め
に
も
必
要
な
作
業
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ー
パ
ー
に
お
い
て
も
マ
ル
ク
ス
の
場
合
と
同
様
に
、
異
質
な
理
論
的
伝
統
と
の
統
合
に
よ
っ
て
も
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
発
揮
さ
れ
う

る
と
す
れ
ぽ
、
「
ヴ
ェ
ー
パ
i
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
研
究
と
現
代
社
会
学
理
論
の
研
究
と
の
協
力
が
今
後
さ
ら
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
注

（
1
）
　
厚
東
（
一
九
七
七
）
は
そ
の
数
少
な
い
例
で
あ
る
。

（
2
）
　
な
お
、
そ
の
際
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
い
う
用
語
は
厳
密
な
意
味
で
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
「
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
3
V
　
以
下
で
は
主
と
し
て
社
会
学
理
論
の
分
野
に
限
定
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
i
研
究
を
論
じ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
筆
者
の
研
究
関
心
と
能
力
の
制
約
に
よ

　
る
も
の
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
を
狭
義
の
社
会
学
者
に
還
元
す
る
つ
も
り
は
な
い
。

（
4
）
　
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
マ
リ
ア
ン
ネ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ヴ
ェ
ー
パ
ー
伝
以
来
初
め
て
と
い
っ
て
よ
い
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ラ
ー
ト
カ
ウ
に
よ
る
｝
○
○
○
ぺ

　
ー
ジ
も
の
詳
細
な
評
伝
（
撒
餌
巳
《
き
》
b
。
O
O
α
）
の
ほ
か
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ロ
ー
ト
に
よ
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
祖
先
に
関
す
る
研
究
（
肉
。
昏
り
b
。
O
O
H
）
も
含
ま
れ

　
る
。

（
5
）
　
以
下
で
は
、
類
器
包
臼
（
N
O
O
b
。
）
、
汽
器
詩
興
（
卜
。
O
O
ω
）
、
ω
≦
民
げ
㊦
嶺
（
8
0
ω
）
を
初
め
と
す
る
既
存
の
研
究
動
向
の
レ
ヴ
ュ
ー
を
い
く
つ
か
参
照
し

　
た
。

（
6
）
　
同
書
は
　
九
九
八
年
に
ズ
ー
ア
カ
ソ
ブ
社
か
ら
再
版
さ
れ
た
際
に
『
近
代
合
理
主
義
の
成
立
舳
（
b
龍
§
冴
ミ
ミ
§
偽
譜
の
ミ
ミ
ミ
ぎ
§
沁
ミ
凡
§
ミ
帖
争

　
§
軸
舜
韓
藍
誤
ミ
督
器
蛇
ミ
N
ミ
§
謬
曾
誘
尊
無
ミ
審
、
ミ
餐
逡
、
N
ミ
§
譜
砺
O
諒
ミ
§
、
切
）
と
改
題
さ
れ
て
お
り
、
露
本
語
訳
の
タ
イ
ト
ル
も
こ
れ
に
よ

　
っ
て
い
る
。

（
7
）
　
同
書
に
は
こ
れ
以
降
の
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
の
著
作
に
比
べ
る
と
全
体
と
し
て
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
影
響
が
色
濃
く
見
ら
れ
る
。
他
方
、
と
り
わ
け
ハ
ー
バ
ー



　
マ
ス
の
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
肺
と
『
西
洋
命
理
主
義
の
発
展
』
と
は
、
後
者
が
前
者
の
第
一
巻
の
草
稿
を
参
照
し
て
お
り
、
前
者
も

逆
に
後
者
を
引
用
す
る
と
い
う
形
で
相
互
に
参
照
し
あ
う
関
係
に
あ
る
。

（
8
）
　
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
が
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
で
は
な
く
ラ
カ
ト
シ
ュ
の
用
語
を
用
い
て
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
用
語

　
を
用
い
て
い
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
的
枠
組
の
多
元
的
な
並
存
状
況
を
社
会
科
学
の
常
態
と
見
な
す
立
場
か
ら
来
て
い
る
。
な
お
、
二
〇
〇
六
年
三

月
に
京
都
大
学
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
現
代
社
会
ー
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
視
座
の
現
代
的
展
開
」
（
主
催
・
京
都
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
）
で
メ
イ
ン
ゲ
ス
ト
と
し
て
彼
が
お
こ
な
っ
た
基
調
報
告
は
そ
の
一
部
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

（
9
）
　
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
に
よ
る
こ
う
し
た
代
表
的
古
典
理
論
の
整
理
と
再
構
成
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
岡
種
の
先
行
研
究
（
℃
9
。
湯
。
冨
ρ

　
お
巽
…
寓
餌
び
興
B
四
ρ
一
り
。
。
一
）
を
強
く
意
識
し
て
行
な
わ
れ
て
お
り
、
ご
く
最
近
に
な
っ
て
『
社
会
学
の
基
礎
づ
け
』
（
ω
o
二
二
〇
葺
Φ
が
b
。
O
O
①
）
と
し
て
そ
の

第
一
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。
た
だ
し
本
書
は
今
回
は
入
手
が
間
に
合
わ
ず
参
照
で
き
な
か
っ
た
。

（
1
0
）
　
た
だ
し
、
前
述
の
京
都
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
発
言
に
よ
れ
ぽ
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

　
あ
っ
た
ゆ

（
1
1
）
　
た
だ
し
別
の
箇
所
で
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
は
ご
く
手
短
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
（
彼
自
身
は
定
義
し
て
い
な
い
）
「
文
化
」
概
念
の
素
描
を
「
意
味
」
と
「
価

値
」
の
概
念
を
手
が
か
り
に
試
み
て
い
る
（
ω
〇
三
宝
。
馨
①
さ
悼
O
O
O
…
㊤
。
。
捗
）
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
社
会
学
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
い
う
価
値
関
係
的
科
学
で
あ

　
る
と
同
時
に
意
味
連
関
を
中
心
的
研
究
対
象
と
す
る
と
い
う
特
殊
な
意
味
に
お
け
る
「
文
化
科
学
」
で
あ
る
た
め
、
文
化
は
重
要
な
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
、

　
そ
こ
で
は
文
化
は
人
間
生
活
の
　
領
域
で
は
な
く
一
次
元
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
で
も
「
社
会
学
の
基
礎
概
念
扁
や
『
科
学
論
集
』
が
典
拠

　
に
な
っ
て
い
る
た
め
か
、
そ
の
実
質
的
内
容
は
希
薄
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

（
1
2
）
　
近
年
に
お
け
る
ヴ
ェ
ー
バ
！
研
究
を
レ
ヴ
ュ
ー
し
て
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
像
の
変
貌
」
を
論
じ
た
ス
ヴ
ェ
ー
ド
ボ
リ
も
、
合
理
的
選
択
理
論
か
ら
の
ヴ
ェ

　
ー
バ
i
解
釈
を
「
伝
統
的
ヴ
ェ
ー
バ
ー
像
に
対
す
る
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
挑
戦
」
（
ω
を
Φ
α
げ
霞
ひ
q
b
O
O
ω
”
N
。
。
切
）
と
評
価
し
て
い
る
。

（
1
3
）
　
同
書
の
内
容
に
関
し
て
は
シ
ュ
ル
フ
タ
！
に
よ
る
書
評
（
ω
o
巨
8
簿
Φ
び
N
O
O
9
卜
。
卜
。
一
h
臨
．
）
を
参
照
し
た
。

（
1
4
）
　
こ
の
用
語
自
体
は
ノ
ル
ク
ス
の
発
明
で
は
な
く
、
彼
以
前
に
エ
ド
ガ
ー
・
カ
イ
ザ
ー
と
マ
イ
ケ
ル
・
ヘ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
（
屡
ω
霞

　
o
謬
山
鎖
8
冥
Φ
び
H
㊤
㊤
○
。
”
謬
◎
。
）
。

（
1
5
）
　
ヴ
ェ
ー
パ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
方
法
論
的
個
入
主
義
で
は
な
く
「
穏
健
な
方
法
論
的
ホ
ー
リ
ズ
ム
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
合
理
的
選
択
ア

プ
ロ
ー
チ
か
ら
峻
別
し
よ
う
と
す
る
解
釈
も
あ
る
（
≧
σ
Φ
さ
u
。
0
8
）
。
ま
た
こ
れ
に
対
す
る
合
理
的
選
択
理
論
か
ら
の
批
判
と
し
て
、
閻
ω
。
・
臼
（
卜
。
O
O
①
）

「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題

三
九



　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
三
号

を
参
照
。

（
1
6
）
　
ス
ヴ
ェ
ー
ド
ボ
リ
も
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
代
表
さ
れ
る
「
伝
統
的
ヴ
ェ
ー
バ
ー
像
」
と
は
異
な
る
新
し
い
ヴ
ェ

　
そ
れ
と
並
ん
で
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
描
く
ヴ
ェ
ー
バ
ー
像
を
挙
げ
て
い
る
（
ω
≦
o
伍
σ
①
嶺
噂
b
。
O
O
。
。
　
b
。
O
㊤
喩
．
）
。
な
お
、

　
的
受
容
に
つ
い
て
詳
し
く
は
田
中
（
一
九
九
三
）
お
よ
び
両
ぴ
q
σ
q
Φ
『
簿
巴
．
（
b
。
O
O
O
）
を
参
照
。

四
〇

ー
バ
ー
像
と
し
て
、
合
理
的
選
択
理
論
の

ブ
ル
デ
ュ
ー
に
よ
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
選
択

　
　
　
文
　
　
献

〉
一
ぴ
①
囑
戸
　
∩
｝
Φ
『
戸
　
b
Q
O
O
㎝
n
＾
、
ζ
O
創
①
厭
9
け
①
門
　
鵬
P
①
鷹
“
O
胤
O
一
〇
ぴ
q
圃
ω
0
7
0
圃
，
頃
O
嵩
0
リ
ヨ
ニ
ω
■
牌
圃
瓢
Φ
　
～
＜
㊦
げ
①
『
一
汁
づ
凶
ω
O
げ
①
團
質
肯
①
口
口
円
①
一
鶴
賦
O
コ
　
ユ
㊦
ω
　
宮
餌
片
厭
O
…
罵
鵠
（
械
O
I
≧
鋤
一
（
弓
0
1

　
竃
○
儀
の
一
一
ω
㍉
博
凶
雛
一
肉
q
、
醤
鳴
鳩
、
昏
帖
騨
ら
鳶
蕊
＼
灘
M
、
9
N
～
O
～
薦
暁
鳴
黛
§
職
の
O
む
q
帖
輿
奪
逡
昏
瀞
O
、
髭
篤
Q
㎝
磁
　
（
ω
γ
Q
ゆ
Q
Q
刈
一
席
一
ω
．

》
一
ぴ
O
円
ρ
　
O
O
村
貫
　
一
W
一
①
嶺
騰
鋤
一
叶
》
　
〉
ひ
Q
餌
什
置
Φ
…
　
ω
瞬
ひ
q
ヨ
償
コ
匹
噌
　
ω
け
㊦
暁
h
Φ
嵩
　
¢
霞
自
　
♂
く
Φ
瓢
⊆
戸
　
O
閂
鋤
鎧
ω
　
（
頃
日
ω
ひ
q
■
）
旧
　
N
O
O
ω
”
　
N
）
霧
　
　
浸
蝕
ミ
・
…
寒
ミ
際
目
、
嵩
為
．
　
の
驚
馬
弓
篤
Q
殺
　
鯉
亀
・

　
　
き
時
恥
鳶
嵩
、
ミ
篤
ら
毎
N
袋
鳶
晦
受
O
秘
脚
§
　
尋
魯
Q
㌧
¢
凄
謎
ら
》
袋
凝
讐
鳩
躇
地
貸
一
嘗
認
M
7
｛
0
7
門
ω
閂
①
げ
㊦
O
魏
。

》
一
び
Φ
巴
賞
　
O
Φ
四
身
　
】
W
隅
Φ
降
h
簿
瞳
け
｝
》
α
費
9
◎
ユ
リ
ρ
　
ω
圃
彰
q
ヨ
瓢
誰
鳥
》
Q
o
紳
の
h
剛
①
＝
　
瓢
降
山
　
ω
酢
9
δ
0
7
守
門
鶴
矯
　
竃
鋤
櫛
①
二
ω
N
　
（
鵠
冠
ω
α
q
曾
）
鴇
　
N
O
O
①
”
　
鉢
愚
鳴
毎
、
偽
　
叙
塞
　
　
き
篇
目
触
ー
ミ
｝
．
爲
織
碍
㌔
嵩
蕊
曾

　
ぽ
句
冴
ら
、
ミ
慧
鳶
鳩
、
　
き
曹
嵩
晦
⑦
ら
詠
、
黛
昏
、
駄
Q
き
く
ω
＜
①
二
日
ひ
q
｛
償
獄
ω
O
N
一
難
一
≦
陣
ω
o
G
O
瓢
ω
O
げ
鋤
h
け
①
5
“

㎞W

n
二
『
儀
凶
O
償
一
二
圃
O
「
『
ρ
一
㊤
刈
一
一
、
＾
d
「
昌
①
剛
コ
け
①
門
℃
門
①
け
餌
替
…
．
O
瓢
瓢
①
一
鋤
島
回
①
O
ユ
④
鳥
⑦
一
員
吋
⑦
謡
ぴ
q
圃
O
づ
ω
①
圏
O
降
竃
簿
×
＜
『
①
ぴ
①
鷺
、
げ
＼
ζ
6
為
帖
蛇
偽
吻
奪
噛
§
甑
恥
嵩
義
驚
職
鴨
⑦
O
箋
．
O
、
還
紺

　
掃
N
”
ω
一
ひ
0
同
■

　
　
　
　
　
”
竈
。
。
8
0
ぎ
砺
＄
ミ
、
塁
。
国
鳥
一
躍
。
コ
。
。
鳥
㊦
竃
ヨ
露
搾
（
石
崎
晴
己
訳
『
帯
鋸
と
実
践
拙
薪
評
論
、
　
｝
九
八
八
年
）

　
　
　
　
　
”
b
o
O
O
O
…
～
》
蕊
㌔
◎
、
磁
帖
q
曜
Q
壽
～
職
．
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憎
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瓢
曽
σ
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ヨ
餌
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八
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until　the　Edo　period　（seventeenth　through　rnidLRineteenth　century）　，　indicating　a

clear　transmission　of　the　wayom　style．　While　there　are　still　certainly　aspects　of　a

modified　wayo一　that　succeeded　into　｝ater　generations，　rather　than　it　being　an　artistic

style　limited　to　the　middle　and　｝ate　Heian　period，　rather，　it　extended　from　tiie　first

haif　of　the　eleventh　century　and　continued　to　exist　within　Japanese　sculpture　for

many　centuries　afterward．　By　this　definition，　it　is　possible　to　clearly　situate　wayo－

as　a　distinctive　Japanese　sculptural　style．

ゆ　　

Uber　einige　Probleme　des“Weber－Paradigmas”

　　　　Noriyuki　TANAKA

Associate　Professor　of　Sociology

　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　Kyoto　University

　　In　ji’ngerer　Zeit　eRtwickelt　sich　in　der　auslandischen，　insbesondere　deutschen

Sekundtirliteratur　zu　Max　Weber　ein　lnteresse　an　einer　Rekonstruktion　der

A（［ethodologie　und　Perspektive　der　Weberschen　Soziologie　als　ein　“Paradigma”　in

systematischer　Absicht，　sowie　an　einer　UberprUfung　deren　Bedeutung　rnittels

Vergleiches　mit　gegenwartigen　Sozialtheorien　（z．　B．　Rational　Choice－Theorie，

1〈ritischer　Theorie　und　Weltsystemtheorie）　．　lm　vorliegenden　Aufsatz　werden，　nach

einem　Uberblicl〈　Uber　die　neuen　Tendenzen　in　der　Weber－Forschung，　neuere

Versuche　zur　Rekonstrul〈tion　des　“Weber－Paradigmas”　und　zur　lntegration　der

Weberschen　Sozioiogie　in　andere　Sozialtheorien　tiberprUft．

　　Wolfgang　Schluchter，　der　eine　Zentralfigur　der　Forschung　zum　“Weber－Para－

digmas”　ist，　bezeichnet　Webers　verstehende　Soziologie　als　eine　“Theorie　des

regelgeleiteten　Handelns”　und　verortet　sie　in　der　Konstellation　der　gegenwtirtigen

Sozialtheorien．　Obwohl　er　die　Bestandteile　des　“weberianischen　Forschungspro－

gramms”　in　zehn　Stichworten　formulSert　und　erltiutert，　ist　es　noch　unklar，　wie　diese

Bestandteile　miteinander　verbuRden　sind．

　　Eine　der　bemerkenswertesten　Tendenzen　in　der　neueren　Weber－Rezeption　in　der

soziologischen　Theorie　ist　der　Versuch，　die　weberianischen　Ansatze　in　die　RC－

Theorien　zu　integrieren．　Er　beruht　auf　eine　spezifische　Weber－lnterpretation，　die

den　“heuristischeR　Rationalismus，”　den　“methodologischen　lndividualismus”　und

die　‘CMehrebeneanalyse”　（mit　Schluchters　Stichworten）　im　weberianischen　For一
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schungsprogramm　in　den　Vordergrund　rUckt．　Eine　gegensatzliche　Art　der

Weber－Rezeption　stel｝t　Pierre　Bourdieus　Kultursoziologie　dar，　die　die　Vielftiltig－

keit　der　“lnteressen”　und　den　konflikttheoretischen　Ansatz　bei　Weber　betont．　Die

beiden　Arbeiten　sind　Beispiele　der　se｝ektiven　Rezeption　der　bestimmten　Elemente

in　der　Weberschen　bzw．　weberianischen　Ansatze．

　　In　diesem　Uberblick　stellt　sich　heraus，　dass　eine　konsequente　Rekonstruktion　des

“Weber－Paradigrnas，”　die　gleichzeitig　die　Komp｝exittit　im　Weberschen　Werk

berticksichtigt，　ziemlich　schwierig　ist，　so　dass　eine　solche　Arbeit　mehr　oder

weniger　selektive　Rezeption　der　Weberschen　Ansatze　nicht　vermeiden　kann．

Towards　an　Essentialistic　Theory　of　Dispositions

　　　　　　　　　　の

　　　Daisuke　KAIDA

Department　of　Philosophy

　　University　of　Durharn

　　Elizabeth　Prior　advanced　a　theory　of　dispositions　which　is　still　considered　to　be

an　orthodox　view．　The　theory　has　two　central　theses：　（1）　dispositions　must　have

causal　bases　（Causa！　Thesis）；　（2）　we　cannot　make　any　identification　of　disposi－

tions　and　causal　bases　（Distinctness　Thesis）．　These　two　theses，　in　combination，

bring　about　a　consequence　that　dispositions　are　causally　impotent　（lmpotence

Consequence）．　lf　we　accept　a　plausible　tenet　that　to　be　real　is　to　possess　causal

powers，　it　follows　then　that　dispositioRs　are　not　real　properties．　This　should　be

unpleasant　even　for　Prior，　as　she　explicitly　commits　herself　to　disposition　realism．

　　1　try　to　avoid　lmpotence　Consequence　by　attacking　Distinctness　Thesis．　Prior

presented　three　arguments　for　Distinctness　Thesis．　The　first　argument　re｝ies　on　the

empirical　plausibility　that　a　disposition　could　be　multiply　realized　by　various

causal　bases　in　various　objects．　The　plausibility　of　this　argument，　however，　draws

on　ambiguity　about　ontology　of　higher　order　properties．　1　offer　an　ontology　of

properties，　which　has　particularistic　characters　and　allows　us　to　identify　disposi－

tions　with　their　causal　bases．

　　Prior’s　second　argument　points　out　that　some　manifestations　of　dispositions

could　be　blocl〈ed　by　other　properties　of　the　same　bearer．　This　argument，　however，

overlooks　the　fact　that　dispositions　need　their　‘reciprocal　partner’　dispositions　for

their　manifestations．　一
3


