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書
評

　
本
書
は
︑
日
本
の
能
と
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
︑
Ｗ
・
Ｂ
・
イ
ェ
イ
ツ
︑
ベ

ル
ナ
ル
ト
・
ブ
レ
ヒ
ト
︑
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ブ
リ
テ
ン
︑
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ

ケ
ッ
ト
︑
伊
藤
道
郎
︑
横
道
萬
里
雄
︑
小
津
安
二
郎
ら
二
十
世
紀
の
芸
術
家

た
ち
の
作
品
や
活
動
︑
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
論
を
用
い
て
︑
テ
ク
ス
ト
分
析
と

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
両
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て

論
じ
て
い
る
︒
西
洋
及
び
日
本
の
近
現
代
文
学
・
文
化
へ
の
能
の
影
響
に
関

し
て
︑
個
々
の
事
例
に
関
す
る
作
品
間
︑
作
家
間
の
影
響
関
係
の
指
摘
に
つ

い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
が
︑
本
書
の
方
法
の
特

徴
は
︑
能
を
め
ぐ
る
異
文
化
間
交
流
や
摩
擦
を
︑
教
育
学
の
視
点
を
導
入
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
教
育
あ
る
い
は
訓
練
と
い
う
形
態
を
と
る
関
係
の
背
後

に
あ
る
伝
統
と
攪
乱
︑
服
従
と
転
覆
の
緊
張
関
係
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る

点
で
あ
る
︒

　
著
者
は
︑
現
在
ア
メ
リ
カ
の
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
准
教
授
で
︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム
︑

ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
︑
そ
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究
を
専
門
と
し
て
い
る
︒
プ
レ
ス
ト
ン
は
︑
訓
練
︑
教
育
︑

翻
訳
︑
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
︑
上
演
と
い
う
能
の
国
際
的
な
移
動
／
影
響
関

係
の
問
題
に
︑
異
文
化
間
の
美
学
的
あ
る
い
は
政
治
的
な
教
育
と
い
う
視
点

を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
西
洋
と
東
洋
︑
受
容
の
成
功
と
失
敗
︑
従
属

と
攪
乱
︑
文
化
の
盗
用
と
多
文
化
主
義
と
い
う
二
項
対
立
的
な
関
係
に
よ
っ

て
把
握
す
る
批
評
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
︒

　
プ
レ
ス
ト
ン
は
︑
能
の
教
義
を
学
び
︑
鼓
や
謡
︑
舞
を
実
際
に
稽
古
し
た

観
点
を
交
え
な
が
ら
︑
詩
︑
ダ
ン
ス
︑
音
楽
︑
映
画
︑
演
劇
と
い
う
多
ジ
ャ

ン
ル
に
わ
た
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
の
能
の
影
響
︑
さ
ら
に
伊
藤
道
郎
と
ア
メ
リ

キ
ャ
リ
ー
・
Ｊ
・
プ
レ
ス
ト
ン

『
ひ
ざ
を
折
る
こ
と
を
学
ぶ
―
―
能
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
教
育
の
旅
』

C
arrie J. Preston, Learning to K

neel: N
oh, M

odernism
, and Journeys in Teaching  

鈴
木
暁
世

Columbia University Press, 2016
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カ
の
小
劇
場
運
動
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
（
第
三
章
）
や
︑
イ
ェ
イ
ツ
﹃
鷹

の
井
戸
﹄
を
翻
案
し
た
横
道
萬
里
雄
の
新
作
能
﹃
鷹
の
泉
﹄（
一
九
四
九
）
と

﹃
鷹
姫
﹄（
一
九
六
七
）︑
小
津
安
二
郎
の
作
品
に
お
け
る
能
の
役
割
を
分
析

（
第
五
章
）
す
る
こ
と
で
︑
古
典
芸
能
の
現
代
日
本
演
劇
や
日
本
映
画
と
の
関

係
を
考
察
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
記
述
ス
タ
イ
ル
は
︑
能
の
教
義
︑
教
育

方
法
と
上
演
形
態
の
特
質
を
把
握
す
る
こ
と
が
︑
パ
ウ
ン
ド
︑
イ
ェ
イ
ツ
︑

そ
し
て
ベ
ケ
ッ
ト
等
の
作
品
に
お
け
る
能
の
影
響
を
解
明
す
る
上
で
重
要
で

あ
る
と
い
う
主
張
に
対
す
る
補
助
線
の
役
割
を
果
た
し
︑
本
書
の
独
創
的
な

視
点
を
確
保
す
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
な
部
分
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
よ
う

な
視
点
は
本
書
の
タ
イ
ト
ルLearning to K

neel
（
ひ
ざ
ま
ず
く
／
ひ
ざ
を
折
る

／
正
座
す
る
こ
と
を
学
ぶ
）
に
も
反
映
さ
れ
て
お
り
︑
能
の
稽
古
に
お
い
て
正

座
を
習
う
こ
と
︑
教
育
の
場
及
び
政
治
権
力
が
包
含
す
る
従
属
と
攪
乱
の
関

係
︑
サ
ド
・
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
と
い
う
複
数
の
文
脈
を
共
起
さ
せ
る
︒
本
書
は
能

と
西
洋
文
学
と
の
関
係
を
再
検
討
し
︑
異
文
化
と
関
わ
っ
た
芸
術
家
の
交
流

を
辿
る
だ
け
で
は
な
く
︑
異
文
化
間
の
教
育
や
学
習
に
包
含
さ
れ
て
い
る
問

題
を
考
え
る
う
え
に
お
い
て
も
︑
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
︒

　
本
書
の
各
章
の
章
題
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒Introduction to N

oh 

Lessons

︱1 . E
zra Pound as N

oh Student

︱2 . T
heater in the 

“Deep

”: W
. B

.

Yeats

ʼs At the H
aw

k’s W
ell

︱Itō  M
ichio

ʼs H
aw

k Tours in M
odern D

ance and 

T
heater

︱4 . Pedagogical Interm
ission: A

 L
esson Plan for B

ertolt B
recht

ʼs 

R
evisions

︱5 . N
oh C

ircles in Tw
entieth-C

entury Japanese Perform
ance

︱6 . 

Trouble w
ith T

itles and D
irectors: B

enjam
in B

ritten and W
illiam

 Plom
er

ʼs 

C
urlew

 R
iver and Sam

uel B
eckett

ʼs Footfalls/Pas

︱C
oda.

　
第
一
章
で
は
︑
能
が
い
か
に
パ
ウ
ン
ド
の
イ
マ
ジ
ズ
ム
と
翻
訳
理
論
に
影

響
を
与
え
た
か
を
考
察
し
て
い
る
︒
著
者
は
︑
謡
曲
﹃
羽
衣
﹄
に
︑
個
人
的

自
我
の
放
棄
が
啓
示
へ
の
接
近
を
可
能
に
す
る
謙
虚
さ
へ
の
レ
ッ
ス
ン
と
い

う
テ
ー
マ
を
読
み
取
る
︒
パ
ウ
ン
ド
に
よ
る
能
の
翻
訳
に
は
︑﹁
誤
読
﹂
に
満

ち
た
文
化
の
盗
用
で
あ
る
と
い
う
批
判
も
な
さ
れ
て
き
た
が
︑
著
者
は
流
派

に
よ
っ
て
複
数
の
テ
ク
ス
ト
が
存
在
す
る
能
に
お
い
て
厳
密
な
テ
ク
ス
ト
論

を
展
開
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
︑
能
の
口
伝
と
集
団
的
制
作
が
生
み
出
す
混

成
性
を
見
逃
す
こ
と
に
な
る
と
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
︑
文
化
横
断
的
な
教
育

と
学
習
の
一
例
と
し
て
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
︱
平
田
禿と
く

木ぼ
く

︱
パ
ウ
ン
ド
の
ホ
モ
・

ソ
ー
シ
ャ
ル
的
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
翻
訳
と
い
う
モ
デ
ル
を
提
示
し

て
い
る
︒
た
だ
︑
世
阿
弥
を
参
照
し
て
の
ホ
モ
・
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
へ

の
指
摘
は
や
や
性
急
す
ぎ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
︒
む
し
ろ
フ
ェ
ノ
ロ
サ

と
の
共
著
﹃
能
　
日
本
古
典
演
劇
の
研
究
（‘N

oh’, or A
ccom

plishm
ent: A

 Study 

of the C
lassical Stage of Japan

）﹄（
一
九
六
九
）
に
お
い
て
パ
ウ
ン
ド
が
展
開
し

た
﹁
イ
メ
ー
ジ
の
結
合
﹂
と
い
う
能
へ
の
理
解
が
︑
い
か
に
彼
の
﹁
創
造
的

翻
訳
﹂
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
﹃
羽
衣
﹄﹃
錦
木
﹄
の
翻
訳
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
し
︑
能
の
翻
訳
が
イ
マ
ジ
ス
ト
と
し
て
の
詩
法
の
展
開
に
つ
な
が
っ
て

い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
箇
所
に
本
書
の
成
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
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ら
に
︑
一
九
九
三
年
に
な
っ
て
刊
行
さ
れ
た
﹃
高
砂
﹄
翻
訳
草
稿
に
お
い
て
︑

パ
ウ
ン
ド
が
﹃
万
葉
集
﹄
を
帝
の
名
前
と
取
り
違
え
て
い
る
点
を
は
じ
め
と

す
る
﹁
誤
解
﹂
に
着
目
し
︑
パ
ウ
ン
ド
が
﹃
高
砂
﹄
に
詩
と
帝
の
宗
教
的
な

力
と
の
結
合
お
よ
び
詩
と
政
治
の
永
続
性
と
い
う
テ
ー
マ
を
見
出
し
て
い
る

点
か
ら
︑
彼
の
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
美
学
へ
の
接
近
の
要
因
を

う
き
ぼ
り
に
し
︑
さ
ら
に
﹃
ピ
サ
詩
編
﹄
に
﹁
羽
衣
﹂﹁
熊
坂
﹂
な
ど
が
引
用

さ
れ
て
い
る
必
然
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
箇
所
が
興
味
深
い
︒

　
第
二
章
で
は
︑
イ
ェ
イ
ツ
に
よ
る
能
の
受
容
と
戯
曲
﹃
鷹
の
井
戸
﹄

（
一
九
一
六
）
の
国
際
的
な
移
動
の
様
態
の
考
察
を
通
し
て
︑
こ
の
作
品
に
ど

の
よ
う
に
イ
ェ
イ
ツ
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
演
劇
に
望
ん
だ
理
念
や
ア
ン
ビ
ヴ
ァ

レ
ン
ト
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
反
映
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
示
し
て
い

る
︒
著
者
は
︑
イ
ェ
イ
ツ
が
﹃
日
本
の
高
貴
な
る
劇
数
篇
﹄
の
序
文
に
お
い

て
︑
伊
藤
道
郎
の
舞
を
﹁
心
の
奥
底
の
世
界
に
移
り
住
ん
だ
﹂（inhabit at it 

w
ere the deep of the m

ind

）
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
こ
と
に
着
目
し
︑
野
口

米
次
郎
の
能
に
つ
い
て
の
評
論
や
野
口
宛
の
イ
ェ
イ
ツ
書
簡
等
を
用
い
な
が

ら
︑
イ
ェ
イ
ツ
が
能
に
エ
ゴ
の
放
棄
や
他
の
精
霊
に
憑
依
さ
れ
た
受
動
的
な

生
の
在
り
方
を
見
出
し
た
と
指
摘
す
る
︒﹃
鷹
の
井
戸
﹄
に
お
い
て
泉
の
守
人

は
﹁
シ
ー
﹂
に
取
り
憑
か
れ
る
が
︑
こ
の
憑
依
／
魅
惑
と
い
う
状
態
は
﹃
キ
ャ

ス
リ
ー
ン
・
ニ
・
フ
ー
リ
ハ
ン
﹄
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
イ
ェ
イ
ツ
に

と
っ
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
芸
術
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
︑
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
︒
本
書
が
指
摘
す
る
︑
イ
ェ
イ
ツ
が
能
に
見
出
し
︑
自

ら
の
戯
曲
に
お
い
て
追
究
し
た
自
我
以
外
の
力
へ
の
服
従
と
い
う
美
学
は
︑

偉
大
な
リ
ー
ダ
ー
の
権
威
へ
の
服
従
と
い
う
身
振
り
に
お
い
て
︑
イ
ェ
イ
ツ

が
生
涯
に
お
い
て
接
近
し
た
い
く
つ
か
の
種
類
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︑
す
な

わ
ち
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
接
近
に
代
表

さ
れ
る
複
雑
な
彼
の
政
治
性
を
説
明
可
能
に
し
て
い
る
︒

　
本
書
の
最
終
章
で
展
開
さ
れ
る
ベ
ケ
ッ
ト
﹃
あ
し
お
と
﹄（
一
九
七
六
）
と

能
の
関
係
を
論
じ
る
際
の
方
法
は
︑
戯
曲
中
心
の
演
劇
研
究
を
見
直
し
︑
上

演
に
い
た
る
ま
で
の
教
授
法
︑
舞
台
空
間
︑
演
出
︑
装
置
︑
身
体
表
現
を
も

考
慮
に
入
れ
る
本
書
の
戦
略
が
有
効
に
働
い
て
い
る
︒﹃
あ
し
お
と
﹄
上
演
に

は
︑
ベ
ケ
ッ
ト
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
舞
台
演
出
と
舞
台
美
術
を
遵
守
し
︑

上
演
ノ
ー
ト
や
記
録
類
と
同
時
に
︑
戯
曲
に
付
さ
れ
て
い
る
詳
細
な
ト
書
き

に
よ
っ
て
彼
の
振
り
付
け
を
も
再
構
築
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
著

者
は
︑
初
演
時
に
メ
イ
を
演
じ
た
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ウ
に
よ
る
ベ
ケ
ッ
ト
の
演
出

に
関
す
る
記
録
の
な
か
の
︑
ベ
ケ
ッ
ト
が
歩
き
方
︑
姿
勢
︑
ス
ピ
ー
ド
︑
歩

数
ま
で
を
も
﹁
真
似
﹂
す
る
こ
と
を
求
め
た
と
い
う
記
述
に
着
目
す
る
︒
そ

し
て
︑
詞
章
だ
け
で
は
な
く
演
出
や
身
体
表
現
を
含
め
た
舞
台
空
間
上
の
動

き
を
ト
ー
タ
ル
で
保
存
・
継
承
す
る
こ
と
を
試
み
て
き
た
能
と
そ
の
﹁
鸚お
う

鵡む

返
し
﹂
に
よ
る
身
体
の
動
き
と
台
詞
の
発
生
に
対
す
る
教
授
法
と
の
類
似
を

指
摘
す
る
︒

　
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
高
橋
康
也
ら
が
ベ
ケ
ッ
ト
へ
の
能
の
影
響
に
つ
い

て
指
摘
し
て
い
る
が
︑
ベ
ケ
ッ
ト
と
能
の
関
係
は
作
家
の
伝
記
的
ア
プ
ロ
ー
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チ
や
︑
戯
曲
﹃
ハ
ッ
ピ
ー
・
デ
イ
ズ
﹄（
一
九
六
一
）
の
登
場
人
物
ウ
ィ
ニ
ー

に
﹃
鷹
の
井
戸
﹄
か
ら
の
引
用
を
思
わ
せ
る
﹁
心
の
目
に
呼
び
起
こ
す
﹂（
“I 

call to the eye of the m
ind

”）
と
い
う
台
詞
を
用
い
て
い
る
こ
と
な
ど
の
比
較

文
学
的
方
法
だ
け
で
は
な
く
︑
舞
台
の
演
出
方
法
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
指

摘
は
研
究
史
に
興
味
深
い
視
点
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
︒
登
場
人
物
た
ち
は
︑

﹃
ハ
ッ
ピ
ー
・
デ
イ
ズ
﹄
で
は
舞
台
の
進
行
に
つ
れ
て
土
に
埋
ま
っ
て
い
き
︑

﹃
プ
レ
イ
﹄（
一
九
六
三
）
で
は
骨
壺
に
入
れ
ら
れ
︑﹃
あ
し
お
と
﹄
で
は
舞
台

上
を
九
歩
ご
と
に
正
確
に
折
り
返
す
︒
ベ
ケ
ッ
ト
は
︑
舞
台
上
の
動
き
を
極

力
少
な
く
し
︑
負
荷
を
か
け
ら
れ
た
身
体
か
ら
ど
の
よ
う
に
言
葉
が
紡
ぎ
出

さ
れ
る
か
に
関
心
を
抱
き
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
心
の
奥
底
﹂
や
深
淵
を

表
現
し
よ
う
と
し
て
お
り
︑
そ
の
点
に
こ
そ
イ
ェ
イ
ツ
を
経
由
し
た
間
接
的

な
能
の
影
響
関
係
を
指
摘
で
き
る
と
い
う
主
張
は
説
得
力
を
持
つ
︒﹃
あ
し
お

と
﹄
の
観
客
は
︑
拘
束
さ
れ
た
姿
勢
で
一
足
ご
と
に
歩
く
と
い
う
抑
制
さ
れ

た
身
体
表
現
と
言
葉
の
両
面
に
よ
っ
て
﹁
心
の
奥
底
﹂
を
見
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
の
で
あ
る
︒
ベ
ケ
ッ
ト
の
演
出
法
は
︑
能
の
教
授
法
と
同
じ
く
役
者

や
演
出
家
の
主
体
を
侵
犯
し
︑
服
従
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
主
体
︑

服
従
︑
権
力
と
い
っ
た
人
間
の
生
に
お
け
る
本
質
的
な
問
題
を
考
え
る
こ
と

に
導
い
て
く
れ
る
事
例
と
言
え
る
︒

　
惜
し
む
ら
く
は
︑
言
語
的
制
約
に
よ
っ
て
︑
本
書
に
は
日
本
語
で
書
か
れ

た
研
究
成
果
が
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
れ
て
い
な
い
︒
特
に
比
較
文
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
を
し
て
い
る
箇
所
で
は
︑
長
谷
川
年
光
﹃
イ
ェ
イ
ツ
と
能
と
モ
ダ
ニ

ズ
ム
﹄（
一
九
九
五
）︑
成
恵
卿
﹃
西
洋
の
夢
幻
能
﹄（
一
九
九
九
）︑
高
橋
康
也

﹃
橋
が
か
り
︱
︱
演
劇
的
な
る
も
の
を
求
め
て
﹄（
二
〇
〇
六
）
等
の
先
行
す

る
諸
研
究
と
の
関
係
︑
名
前
の
誤
記
が
気
に
な
っ
た
︒
だ
が
︑
本
書
に
は
舞

台
資
料
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
︑
さ
ら
に
参
考
映
像
が
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
上
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
︒
本
書
の
い
た
る
所
に
︑
著
者

に
よ
る
能
の
稽
古
や
授
業
実
践
に
基
づ
く
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー
ト
的
な
記
述

︱
︱
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
多
義
的
な
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
能
の
稽
古
の
時

に
正
座
す
る
／
ひ
ざ
を
折
る
痛
み
を
記
述
す
る
（
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
）
こ

と
か
ら
は
じ
ま
り
︑
パ
ウ
ン
ド
﹃
ピ
サ
詩
篇
﹄
の
講
読
（
第
一
章
）︑
二
〇
一
三

年
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
け
る
﹃
鷹
の
井

戸
﹄
の
上
演
（
第
二
章
）︑
ブ
レ
ヒ
ト
の
教
育
劇
を
使
用
し
た
授
業
実
践
（
第

四
章
）
等
︱
︱
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
能
の
構
造
を
知
る
著
者
で
あ
る
か

ら
こ
そ
︑
指
揮
者
を
持
た
ず
︑
シ
テ
と
地
謡
︑
囃
子
と
が
呼
応
し
︑
時
に
共

起
的
に
表
現
を
創
出
し
て
い
く
と
い
う
能
の
構
造
と
ブ
リ
テ
ン
の
音
楽
と
の

比
較
（
第
六
章
）
が
示
唆
に
富
む
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
本
書
の

構
成
そ
れ
自
体
が
︑
前
場
︑
中
入
り
︑
後
場
と
い
う
能
の
曲
構
成
を
喚
起
さ

せ
る
も
の
に
な
っ
て
お
り
︑
文
献
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
な
ら
ず
︑
上
演

と
い
う
観
点
か
ら
演
劇
を
捉
え
よ
う
と
す
る
著
者
の
方
法
論
が
本
書
全
体
を

貫
い
て
い
る
︒
演
劇
の
多
文
化
間
の
移
動
の
研
究
を
通
し
て
︑
芸
術
︑
教
育
︑

政
治
に
お
け
る
主
体
と
従
属
性
の
問
題
を
理
論
的
に
説
明
し
た
成
果
で
あ
り
︑

著
者
の
方
法
論
は
今
後
の
研
究
の
視
点
を
広
げ
る
こ
と
に
貢
献
す
る
だ
ろ
う
︒




