
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
の
社
会
学
と
教
育
理
論

　
　
　
1
そ
の
研
究
序
説
的
断
章

久
　
冨
　
善
　
之

カール・マンハイムの社会学と教育理論

は
じ
め
に
、
今
日
か
ら
マ
ン
ハ
イ
ム
を
読
む

　
一
人
の
社
会
思
想
家
の
理
論
が
い
か
な
る
時
代
の
中
で
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
ま
た
展
開
し
て
い
く
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
そ

の
時
代
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
学
問
発
展
に
い
か
な
る
寄
与
を
な
し
て
い
く
の
か
、
さ
ら
に
そ
の
思
想
家
の
死
後
に
ど
の
よ
う

に
評
価
さ
れ
、
あ
る
い
は
忘
れ
ら
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
あ
る
時
期
に
再
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
、
そ
れ
ら
は
さ
ま
ざ
ま
の
意
味
で
興

味
の
尽
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
社
会
の
歴
史
的
な
変
化
の
過
程
と
、
あ
る
学
問
の
歴
史
的
な
形
成
・
発
展
の
過
程
と
が
、

ど
の
よ
う
に
相
即
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
く
の
か
と
い
う
「
学
問
の
社
会
史
」
の
一
環
に
あ
る
課
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
一
人
の

思
想
家
の
学
問
的
形
成
の
理
論
史
お
よ
び
社
会
史
と
い
う
「
思
想
家
の
個
人
史
」
が
そ
こ
に
重
な
っ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
課
題
で
あ
る

3
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だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
あ
る
特
定
の
人
物
を
あ
る
時
点
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
自
身
、
す
で
に
何
ら
か
の
新
し
い
観
点
か
ら
の
「
再

検
討
」
「
再
評
価
」
の
意
図
が
そ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
行
為
で
も
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
意
味
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
過
去
の
（
「
現
在
生
存
し
て
い
な
い
」
の
意
）
思
想
家
は
、
ど
の
歴
史
的
時
点
で
も
可
能

性
と
し
て
は
つ
ね
に
ほ
と
ん
ど
限
り
無
く
多
く
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
が
、
本
論
文
で
筆
者
が
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
カ
ー

ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
（
囚
毘
竃
き
号
Φ
目
」
。
。
逡
山
。
ミ
）
と
い
う
、
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
社
会
学
者
た
ち
（
ω
o
。
互
品
醇
ω
）
何
十
人

か
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
。
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
（
一
8
。
）
と
い
う
知
識
社
会
学
の
書
物
、
『
変
革
期
に
お
け
る
人
間
と
社

会
』
（
ド
イ
ッ
語
版
、
一
〇
〇
。
㎝
、
英
語
版
、
一
漣
O
）
と
い
う
「
大
衆
社
会
（
ヨ
霧
ω
　
8
巳
o
q
）
」
分
析
の
書
物
、
彼
の
著
作
と
し
て
は
と
り

わ
け
こ
の
二
冊
が
世
界
的
に
も
、
日
本
で
も
有
名
で
あ
る
（
彼
の
著
作
物
の
全
体
に
つ
い
て
は
、
そ
の
遺
稿
集
を
含
め
て
末
尾
の
「
リ
フ

ァ
レ
ン
ス
」
に
ま
と
め
た
）
。

　
昨
年
（
｝
九
九
七
年
）
は
、
ち
ょ
う
ど
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
没
後
五
〇
周
年
に
当
た
る
。
こ
の
半
世
紀
を
越
え
て
い
ま
彼
と
い
う
一

人
の
思
想
家
・
理
論
家
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
有
意
味
だ
っ
た
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
本
論
文
を
手
始
め
と
す
る
筆
者
の
研
究
成
果
全
体

の
当
否
の
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
次
の
3
点
だ
け
に
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
そ
の
一
つ
は
、
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
が
二
〇
世
紀
前
半
の
二
つ
の
世
界
大
戦
と
革
命
・
反
革
命
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
じ
つ
に
そ
の
た
だ

中
を
、
二
度
の
亡
命
を
含
め
て
生
き
た
思
想
家
で
あ
る
点
で
あ
る
。
彼
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
生
れ
の
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
。
彼
自
身
の
二
度
の
亡

命
（
ハ
ン
ガ
リ
ー
か
ら
ド
イ
ッ
ヘ
、
ド
イ
ッ
か
ら
英
国
へ
）
に
は
、
ハ
ン
ガ
リ
i
革
命
と
反
革
命
、
ナ
チ
ス
の
政
権
掌
握
と
ユ
ダ
ヤ
人
弾

圧
と
い
っ
た
政
治
と
思
想
と
民
族
と
宗
教
の
諸
問
題
が
そ
こ
に
重
な
っ
て
い
る
。
こ
の
世
代
は
誰
も
が
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
生
き
た
の
だ

と
言
え
る
面
も
あ
る
が
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
場
合
、
冒
頭
に
述
べ
た
「
学
問
の
社
会
史
」
と
「
思
想
家
の
個
人
史
」
と
が
今
世
紀
前
半
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
激
動
の
歴
史
の
な
か
で
ク
ロ
ス
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
ま
た
、
こ
の
時
期
の
亡
命
ユ
ダ
ヤ
知
識
人
の
運
命
が
彼
に

4
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（
L
）

特
有
な
か
た
ち
で
重
な
っ
て
い
る
。
秋
元
の
適
切
な
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
亡
命
知
識
人
マ
ン
ハ
イ
ム
」
の
問
題
で
あ
る
。
今
日
の
流
行

語
で
言
う
「
多
文
化
（
ヨ
巽
三
ε
三
ε
お
）
」
を
歴
史
の
激
変
の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
変
動
が
個
人
の
生
活
史
と
思
想
史

に
い
か
に
刻
ま
れ
る
も
の
な
の
か
、
と
り
わ
け
そ
の
変
動
の
中
に
生
じ
た
「
多
文
化
」
状
況
に
、
個
人
の
生
活
と
思
想
が
ど
う
適
応
、
な

い
し
不
適
応
し
て
い
く
も
の
な
の
か
、
そ
の
よ
う
な
課
題
を
追
及
す
る
の
に
マ
ン
ハ
イ
ム
が
絶
好
の
事
例
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。

　
そ
の
二
つ
目
は
、
さ
き
に
触
れ
た
彼
の
二
つ
の
著
作
、
そ
れ
は
た
し
か
に
マ
ン
ハ
イ
ム
の
二
つ
の
主
著
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
が
彼
の
学
問
生
涯
の
前
半
期
・
ド
イ
ッ
時
代
を
代
表
す
る
知
識
社
会
学
の
書
物
で
あ
り
、
「
変
革
期
に
お
け
る

人
間
と
社
会
』
が
彼
の
学
問
生
涯
の
後
半
期
・
英
国
時
代
を
代
表
す
る
大
衆
社
会
分
析
と
社
会
計
画
論
の
書
物
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら

が
た
く
さ
ん
の
人
々
に
読
ま
れ
、
長
年
の
間
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
批
評
と
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
の
に
比
べ
て
、
教
育
社
会
学
を
専

攻
す
る
筆
者
が
目
標
と
し
て
追
究
す
る
マ
ン
ハ
イ
ム
の
「
社
会
学
的
教
育
理
論
」
な
い
し
「
教
育
社
会
学
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
筆
者
は
、
そ
こ
に
注
目
が
少
な
い
こ
と
を
な
に
か
「
ひ
が
み
」
を
も
っ
て
嘆
い
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
数
少
な
い
人
々
に
よ
る
彼
の
「
社
会
学
的
教
育
理
論
」
へ
の
注
目
に
こ
れ
ま
で
重
大
な
偏
り
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
、
ま
ず
そ
れ
を
問
題
と
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
彼
の
教
育
理
論
に
言
及
す
る
人
が
等
し
く
注
目
す
る
の
は
「
社
会
的
教
育
（
ω
8
琶
o
身
8
ユ
9
）
」
と
い
う
か
れ
の
提
起
し
た
概
念

で
あ
り
、
そ
の
着
想
で
あ
る
（
日
本
で
ふ
つ
う
言
わ
れ
る
「
社
会
教
育
」
と
は
ま
っ
た
く
違
う
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
「
一
節
」
で
述

べ
る
）
。
「
自
由
の
た
め
の
計
画
（
巳
睾
巳
轟
8
＝
容
a
o
ヨ
）
」
論
の
一
環
を
占
め
る
こ
の
「
社
会
的
教
育
」
論
は
、
彼
が
一
九
四
〇
年

代
に
精
力
的
に
展
開
し
て
、
遺
稿
集
の
第
一
巻
『
自
由
、
権
力
、
民
主
的
計
画
』
の
中
で
完
成
さ
れ
た
姿
を
見
せ
た
理
論
で
あ
っ
て
、
こ

れ
を
彼
の
教
育
理
論
の
中
心
概
念
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
誰
も
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
の
教
育
理
論
に
注
目
す
る
も

5
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と
も
と
数
の
多
く
な
い
内
・
外
の
研
究
者
た
ち
の
誰
も
が
、
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
の
一
環
と
い
う
筋
で
こ
の
「
社
会
的
教
育
」
論
を

　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
…

理
解
す
る
、
そ
の
時
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
教
育
理
論
の
持
つ
固
有
に
社
会
学
的
な
性
格
に
対
す
る
過
少
評
価
が
そ
こ
に
起
こ
っ
て
い
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
筆
者
自
身
も
今
か
ら
一
五
年
前
ま
で
に
書
い
た
数
編
の
論
文
の
中
で
、
ま
っ
た
く
同
じ
見
解
に
立
っ
て
い
た
の
で
、

こ
れ
は
他
者
へ
の
非
難
で
は
な
く
、
一
つ
の
自
己
批
判
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
『
目
由
、
権
力
、
民
主
的
計
画
』
と
い
う
遺
稿
集
第
一
巻

は
そ
う
い
う
筋
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
自
身
が
後
期
マ
ン
ハ
イ
ム
の
片
側
で
し
か
な
い
。
彼
に
は
、
一
九
二
〇
年
代
の

「
世
代
」
論
に
始
ま
り
、
一
九
三
〇
～
三
三
年
の
い
く
つ
か
の
論
文
か
ら
、
『
変
革
期
に
お
け
る
人
間
と
社
会
』
の
ド
イ
ッ
語
版
、
そ
し
て

「
現
代
の
診
断
（
9
甜
8
器
9
0
霞
ゴ
ヨ
Φ
）
』
（
お
鵠
）
に
収
録
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
論
文
、
そ
し
て
遺
稿
集
の
第
五
・
六
巻
に
つ
な

が
る
筋
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
「
近
代
社
会
と
人
間
人
格
」
と
か
、
「
現
代
社
会
に
お
け
る
人
間
の
社
会
的
形
成
」
と
か
、
あ
る
い

は
「
近
代
的
社
会
制
度
と
人
格
形
成
」
（
マ
ン
ハ
イ
ム
自
身
が
一
九
四
五
年
に
自
分
の
履
歴
書
に
書
い
た
言
葉
を
使
え
ば
「
近
代
社
会
制

度
の
も
つ
教
育
的
重
要
性
（
甚
Φ
巴
一
』
8
試
話
ω
凶
讐
5
8
8
。
o
房
8
巨
一
房
葺
耳
帥
o
塁
）
」
）
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
課

題
群
の
連
な
り
で
あ
る
。
英
国
社
会
の
一
部
で
当
時
注
目
を
浴
び
光
彩
を
当
て
ら
れ
た
「
自
由
の
た
め
の
計
画
論
」
の
一
連
の
筋
と
は
別

に
、
も
う
一
つ
の
よ
り
社
会
学
的
な
分
析
と
考
察
が
、
講
義
の
テ
ー
マ
の
量
で
も
、
執
筆
論
文
量
で
も
存
在
し
、
か
つ
そ
れ
が
一
貫
し
た

彼
の
追
究
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
た
だ
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
「
社
会
計
画
」

論
、
「
社
会
的
教
育
」
論
を
こ
の
も
う
一
つ
の
筋
と
の
関
係
の
中
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
の
筋
の
中

だ
け
に
閉
じ
込
め
て
置
い
た
場
合
に
は
見
失
わ
れ
て
き
た
「
社
会
計
画
」
「
社
会
的
教
育
」
の
マ
ン
ハ
イ
ム
に
お
け
る
（
そ
れ
は
我
々
に

と
っ
て
も
、
で
あ
る
）
も
う
一
つ
の
豊
か
な
意
味
が
よ
み
が
え
る
と
考
え
る
。
そ
こ
に
筆
者
が
改
め
て
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
の
社
会
学

的
教
育
理
論
に
半
世
紀
を
越
え
て
光
を
当
て
よ
う
と
い
う
意
図
の
一
つ
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
は
、
｝
方
で
マ
ン
ハ
イ
ム
の
社
会
学
と
教
育
社
会
学
へ
の
そ
う
い
う
新
し
い
読
取
り
を
、
筆
者
が
出
会
え
た
新
資
料
も
含
め
て

6



展
開
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
も
う
一
方
で
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
狭
く
偏
っ
た
マ
ン
ハ
イ
ム
読
取
り
が
、
英
国
で
も
日
本
で
も
生

じ
た
の
か
、
「
四
節
」
で
は
そ
れ
を
一
人
の
思
想
家
の
運
命
と
し
て
も
追
究
し
た
い
と
も
考
え
て
い
る
。

　
そ
の
三
つ
目
は
、
歴
史
の
中
に
忘
れ
ら
れ
た
彼
の
社
会
学
的
教
育
理
論
の
全
体
構
図
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
今
日

的
な
意
義
を
再
評
価
す
る
こ
と
で
も
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
筆
者
の
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
評
価
点
を
テ
ー
マ
と
し
て
あ
ら

か
じ
め
列
記
す
る
な
ら
ば
、
と
り
あ
え
ず
次
の
よ
う
に
な
る
。

カール・マンハイムの社会学と教育理論

⑤④③②①
知
識
の
社
会
的
性
格
と
人
格
の
社
会
的
形
成
、

教
育
を
め
ぐ
る
階
級
社
会
と
大
衆
社
会
、

近
代
制
度
の
潜
在
作
用
力
と
そ
の
制
御
・
再
組
織
化
、

「
青
年
問
題
」
へ
の
世
代
論
的
な
接
近

「
教
育
の
自
由
」
の
た
め
の
計
画
、

　
5
つ
の
項
目
だ
け
並
べ
る
と
、
な
に
か
個
人
的
な
「
思
い
入
れ
と
過
大
評
価
」
の
結
果
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
歴
史
の
中
に

埋
も
れ
忘
れ
ら
れ
た
思
想
に
光
が
当
た
っ
て
そ
の
真
実
が
見
え
て
き
た
と
き
、
そ
こ
か
ら
逆
に
現
代
の
現
実
と
理
論
に
、
あ
る
光
が
注
が

れ
る
と
い
う
よ
う
な
事
例
は
、
決
し
て
ま
れ
で
は
な
い
。
筆
者
は
そ
の
光
を
最
初
に
浴
び
た
と
い
う
密
か
な
思
い
を
も
っ
て
、
本
論
文
の

執
筆
を
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

7

筆
者
は
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
マ
ン
ハ
イ
ム
の
社
会
学
と
教
育
理
論
」
の
体
系
的
な
叙
述
を
一
つ
の
願
望
と
し
て
も
展
望
と
し
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（
3
）

て
も
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
残
念
な
が
ら
そ
れ
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
本
論
文
が
取
り
上
げ
る
の

は
、
と
り
あ
え
ず
次
の
ー
～
4
の
論
点
で
あ
る
。

4　3　2　1
、　　　　、　　　　、　　　　、

マ
ン
ハ
イ
ム
の
著
作
・
論
文
に
見
る
テ
ー
マ
展
開

マ
ン
ハ
イ
ム
知
識
社
会
学
の
問
題
論
平
面
と
そ
こ
に
お
け
る
二
つ
の
軸

マ
ン
ハ
イ
ム
世
代
論
の
射
程

諸
資
料
に
見
る
「
ム
ー
ト
に
お
け
る
マ
ン
ハ
イ
ム
」
と
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
論

8

そ
れ
は
、
体
系
的
叙
述
の
全
体
で
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
へ
の
系
統
的
な
接
近
を
示
す
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
論
文
副
題
の
通
り
、
現

時
点
で
の
「
序
説
的
断
章
」
に
止
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
ら
は
、
先
の
①
～
⑤
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
筆
者
の
一
貫
し
た
課
題
意
識
の

展
開
を
示
す
も
の
に
は
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
一
節
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
著
作
物
に
見
る
テ
ー
マ
展
開

1
、
学
問
生
涯
の
前
期
・
後
期
と
テ
ー
マ
に
関
す
る
全
体
構
図

　
こ
こ
で
ま
ず
筆
者
が
注
目
す
る
の
は
、
マ
ン
ハ
ノ
ー
ム
理
論
の
詳
し
い
各
部
分
で
は
な
く
、
む
し
ろ
マ
ン
ハ
イ
ム
理
論
の
テ
ー
マ
と
そ
の

展
開
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
織
り
成
す
全
体
的
な
構
図
で
あ
る
。
彼
の
理
論
の
全
体
構
図
に
せ
ま
る
前
提
と
し
て
、
図
1
は
、
テ
ー
マ
の
展

開
を
、
そ
れ
に
主
要
な
著
作
・
論
文
を
重
ね
て
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。
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筆
者
の
追
究
が
及
ん
で
い
な
い
ハ
ン
ガ
リ
ー
時
代
を
、
学
位
論
文
「
認
識
論
の
構
造
分
析
」
（
一
〇
ミ
∴
o
。
執
筆
、
一
。
旨
発
表
）
に
代
表

さ
せ
る
と
、
そ
れ
か
ら
ド
イ
ッ
時
代
の
一
九
二
〇
年
代
の
初
め
を
含
め
て
、
哲
学
と
く
に
認
識
論
に
出
発
し
た
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
二
〇
年

代
半
ば
に
は
、
人
間
の
認
識
・
思
考
の
社
会
的
基
盤
に
強
く
着
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
認
識
・
思
考
の
結
実
と
し
て
の
「
知
識
」
が
、

認
識
主
体
の
社
会
的
存
在
の
あ
り
方
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
階
級
間
の
争
い
と
、
そ
こ
で
の
真
理
認
識
の
可
能
性
と

を
解
明
す
る
「
知
識
社
会
学
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
知
識
社
会
学
の
問
題
」
（
お
旨
）
を
は
じ
め
と
す
る
二
〇
年
代
後
半
の
一
連

の
論
文
と
著
作
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
頂
点
と
し
て
、
彼
の
名
を
世
界
的
な
も
の
に
し
た
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』

（一

O）

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
九
三
三
年
ま
で
の
ド
イ
ッ
時
代
で
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
な
い
が
一
九
三
〇
～
三
三
年
の
間
に
、
人
問
人
格
の
社
会
的

形
成
（
ω
o
N
芭
。
ζ
雪
8
冨
三
震
ヨ
5
0
q
）
に
着
目
す
る
、
「
経
済
的
成
功
追
求
の
本
質
と
意
義
に
つ
い
て
」
（
一
。
ら
。
。
）
、
「
社
会
学
の
現
代

的
課
題
」
（
一
。
。
。
卜
。
）
な
ど
の
論
文
が
あ
る
。
知
識
社
会
学
が
、
知
識
・
認
識
の
社
会
的
基
盤
を
問
題
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
ら

は
（
人
間
の
社
会
的
活
動
と
そ
の
人
間
へ
の
作
用
力
と
い
う
点
で
）
も
う
一
回
り
視
野
が
広
が
っ
て
、
人
間
の
人
格
形
成
の
社
会
的
基
盤

が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
人
間
形
成
の
社
会
学
」
と
も
い
う
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　
そ
こ
か
ら
二
〇
年
代
を
振
り
返
る
と
、
じ
つ
は
論
文
「
世
代
の
問
題
」
（
一
旨
。
。
）
が
、
世
代
の
知
識
・
認
識
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
、
生

活
体
験
・
生
活
指
向
を
含
む
人
格
の
社
会
的
形
成
と
、
そ
の
世
代
的
変
化
の
原
因
や
意
味
を
問
う
視
野
の
広
さ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
見

え
て
く
る
。

　
だ
と
す
る
と
、
前
期
マ
ン
ハ
イ
ム
の
理
論
で
は
も
ち
ろ
ん
知
識
社
会
学
が
主
流
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
人
間
形
成
の
社
会
学
」
と
い
う

テ
ー
マ
が
伏
流
と
し
て
あ
り
、
三
〇
年
代
に
入
る
と
そ
の
伏
流
が
大
き
く
な
っ
て
、
そ
れ
が
実
は
後
期
マ
ン
ハ
イ
ム
理
論
へ
と
引
き
継
が

れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
議
論
の
あ
っ
た
「
マ
ン
ハ
イ
ム
前
期
・
後
期
問
題
」
の
連
続
・
非
連
続
は
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
と

10



（
4
）

思
う
。

　
一
九
三
三
年
に
ナ
チ
ス
が
政
権
を
掌
握
し
、
マ
ン
ハ
イ
ム
目
身
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
故
を
も
っ
て
「
第
一
次
追
放
リ
ス
ト
」
に
登
載
さ
れ
て
、

英
国
へ
と
亡
命
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
彼
の
学
問
生
涯
を
二
分
す
る
画
期
が
あ
る
。
図
1
の
右
半
分
に
見
る
よ
う
に
、
こ
こ
か
ら
彼

の
追
究
テ
ー
マ
の
中
心
は
、
知
識
・
認
識
の
レ
ベ
ル
か
ら
人
間
の
人
格
・
心
理
・
行
動
の
レ
ベ
ル
に
移
動
し
、
そ
れ
ら
を
社
会
の
構
造
変

化
と
の
関
連
で
問
う
現
代
大
衆
社
会
分
析
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

　
ド
イ
ッ
語
版
『
人
間
と
社
会
』
（
一
〇
〇
。
㎝
）
は
そ
の
よ
う
な
移
行
を
画
す
る
著
作
で
あ
る
。
現
代
社
会
を
「
大
衆
社
会
」
と
規
定
し
、
そ

こ
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
も
生
み
出
す
政
治
的
・
文
化
的
「
危
機
」
を
分
析
的
に
明
ら
か
に
す
る
「
大
衆
社
会
の
社
会
学
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ

か
ら
後
期
マ
ン
ハ
イ
ム
の
追
究
テ
ー
マ
は
、
図
1
の
右
下
方
の
線
に
た
ど
る
よ
う
に
、
「
社
会
計
画
論
」
「
社
会
的
教
育
論
」
へ
と
展
開
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

発
展
し
て
い
く
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
理
解
で
あ
る
。

カール・マンハイムの社会学と教育理論

2
　、

後
期
マ
ン
ハ
イ
ム
理
論
に
お
け
る
一
一
方
向
分
岐
の
存
在

　
し
か
し
筆
者
は
、
こ
こ
か
ら
後
期
マ
ン
ハ
イ
ム
理
論
の
テ
ー
マ
は
二
つ
に
分
岐
す
る
と
考
え
る
。

　
第
二
の
方
向
（
図
の
右
下
方
の
線
）
は
こ
れ
ま
で
理
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
大
衆
社
会
の
危
機
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
独
裁
で
な
く
、
む
し

ろ
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
抗
し
て
民
主
主
義
的
に
克
服
し
て
い
く
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
の
戦
略
を
追
究
す
る
計
画
論
・
政
策
論
の
方
向
で
あ

る
。
そ
の
線
上
に
、
人
間
の
人
格
形
成
に
影
響
を
与
え
る
社
会
諸
力
を
、
民
主
的
人
格
の
形
成
を
め
ざ
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
い

う
「
社
会
的
教
育
」
の
理
論
も
あ
っ
た
。
こ
の
方
向
は
、
ド
イ
ッ
語
版
『
人
間
と
社
会
』
（
一
。
。
。
㎝
）
に
そ
の
端
緒
が
あ
り
、
そ
れ
に
大
幅

増
補
し
た
英
語
版
『
人
間
と
社
会
』
（
お
き
）
に
そ
の
骨
格
が
示
さ
れ
て
、
論
文
集
『
現
代
の
診
断
』
（
一
〇
き
）
を
貫
き
、
死
の
直
前
ま
で

に
ほ
ぼ
書
き
上
げ
て
い
た
『
自
由
、
権
力
、
民
主
的
計
画
』
（
遺
稿
集
第
－
巻
、
一
〇
望
）
に
集
大
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ

11
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れ
ら
が
後
期
マ
ン
ハ
イ
ム
理
論
の
す
べ
て
で
は
な
い
。

　
第
一
の
方
向
（
図
の
右
上
方
の
線
）
は
、
現
代
社
会
分
析
を
人
間
の
人
格
・
心
理
・
行
動
と
の
関
係
で
深
め
て
い
く
「
歴
史
的
な
人
間

形
成
の
社
会
学
」
の
道
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
代
を
社
会
発
展
の
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
、
近
代
社
会
に
固
有
の
近
代
的
な
制
度
．
機
構

の
歴
史
的
な
展
開
と
、
そ
の
今
日
的
な
働
き
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
人
間
人
格
の
社
会
的
な
形
成
に
と
っ
て
、
近
代

的
な
制
度
・
機
構
が
持
つ
意
味
を
科
学
的
・
客
観
的
に
（
政
策
論
的
・
計
画
論
的
で
な
く
）
追
究
・
解
明
す
る
と
い
う
、
よ
り
社
会
学
的

な
方
向
で
あ
る
。

　
こ
の
第
一
の
方
向
は
、
前
述
の
論
文
「
世
代
の
問
題
」
（
一
8
。
。
）
に
端
緒
が
あ
り
、
「
経
済
的
成
功
追
求
の
本
質
と
意
義
に
つ
い
て
」

（一

ω
。
）
で
そ
の
骨
格
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
大
衆
社
会
の
社
会
学
」
の
介
在
に
よ
っ
て
歴
史
の
中
の
現
代
の
問
題
と
し

て
深
化
し
て
、
『
人
間
と
社
会
』
・
『
現
代
の
診
断
』
収
録
の
い
く
つ
か
の
論
文
に
も
貫
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
存
命
中
に
発
表
さ
れ
た
論

文
・
著
作
と
と
も
に
、
彼
が
職
を
得
た
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
の
講
義
・
演
習
の
テ
ー
マ
・
内
容
に
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
収
録
し
た
遺
稿
集
第

5
巻
・
6
巻
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
線
上
に
、
制
度
と
り
わ
け
学
校
制
度
が
、
そ
の
公
定
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
は
別
に
、
子
ど

も
・
青
年
の
人
格
形
成
に
潜
在
的
作
用
を
持
つ
（
今
日
で
は
「
隠
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
こ
と
の
一
九
四
〇
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

代
に
お
け
る
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
る
発
見
も
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
第
二
方
向
の
計
画
論
は
、
こ
と
が
ら
の
論
理
的
な
関
係
か
ら
い
っ
て
も
第
一
方
向
の
社
会
学
的
な
分
析
・
解
明
を
前
提
と
す
る
は
ず
の

も
の
で
あ
り
、
ま
た
マ
ン
ハ
イ
ム
の
個
人
学
問
史
と
し
て
も
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
（
図
1
に
も
明
示
し
た
よ
う
に
）
前
提
に
し
た
の
で

あ
る
か
ら
、
両
者
は
無
関
係
ど
こ
ろ
か
補
完
的
で
あ
る
。
い
や
む
し
ろ
、
第
一
方
向
が
知
識
社
会
学
と
並
ぶ
マ
ン
ハ
イ
ム
の
一
貫
し
た
研

究
テ
！
マ
の
主
線
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
一
九
三
〇
年
代
の
後
半
の
あ
る
時
期
か
ら
「
大
衆
社
会
の
社
会
学
」
の
介
在
を
通
し
て
、

第
二
方
向
が
そ
の
特
殊
領
域
と
し
て
分
岐
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
向
で
の
活
動
が
社
会
的
に
は
華
々
し
か
っ
た

12



の
で
そ
れ
だ
け
見
る
と
、
図
1
の
第
一
方
向
は
第
二
方
向
の
発
展
に
吸
収
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
解
消
し
切
れ

な
い
独
目
の
社
会
学
的
追
究
テ
ー
マ
が
あ
り
、
ま
た
マ
ン
ハ
イ
ム
は
そ
の
追
究
を
続
け
て
い
た
、
そ
こ
に
マ
ン
ハ
イ
ム
の
教
育
社
会
学
も

あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
両
方
向
へ
の
分
岐
と
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
・
独
自
の
追
究
と
い
う
筆
者
の
解
釈
は
、
単
な
る
独
断
で
は
な
い
。
と
言
う
の
は
、
マ

ン
ハ
イ
ム
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
彼
の
履
歴
書
（
9
三
8
冨
ヨ
≦
鼠
①
）
に
も
そ
の
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

カール・マンハイムの社会学と教育理論

3
、

二
つ
の
「
履
歴
書
」
か
ら

　
人
間
は
そ
の
生
涯
に
ど
れ
だ
け
の
履
歴
書
を
書
い
て
提
出
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ン
ハ
イ
ム
も
お
そ
ら
く
、
職
を
得
る
に
際
し
て

ま
た
研
究
資
金
に
ア
プ
ラ
イ
し
た
り
、
短
期
の
招
聰
に
当
た
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
履
歴
書
を
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
履
歴
書
は
、
そ

れ
自
身
が
当
人
の
履
歴
に
関
す
る
客
観
デ
ー
タ
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
人
が
自
分
の
半
生
を
ど
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
っ
て
把
握

し
、
ま
た
他
人
に
示
そ
う
と
し
て
い
た
か
の
重
要
資
料
で
も
あ
る
。

　
筆
者
の
手
元
に
は
、
お
そ
ら
く
数
多
く
提
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
そ
の
時
々
の
マ
ン
ハ
イ
ム
履
歴
書
の
う
ち
の
、
い
ず
れ
も
英
文
で
書
か

れ
た
英
国
時
代
の
二
つ
の
も
の
が
あ
る
。
一
つ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
の
直
後
、
英
国
へ
の
亡
命
者
た
ち
に
「
国
家
非
常
時
登
録

（
誓
Φ
Z
呂
2
巴
国
ヨ
巽
鴨
琴
鴫
寄
α
q
裂
震
）
」
と
し
て
提
出
が
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
一
。
。
。
。
。
P
φ
付
）
。
も
う
一
つ
は
、
一
九
四

五
年
に
ロ
ン
ド
ン
大
学
教
育
研
究
院
の
「
教
育
学
主
任
教
授
（
0
3
マ
9
臣
8
豊
自
）
」
の
就
任
審
査
に
当
た
っ
て
同
研
究
院
に
提
出

　
　
　
　
　
　
（
7
）

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
の
も
の
は
「
資
料
1
」
に
見
る
よ
う
に
、
出
生
、
父
母
の
名
前
と
国
籍
、
結
婚
の
項
目
に
続
い
て
、
ブ
ダ
ペ
ス
ト
、
ベ
ル
リ
ン
、

パ
リ
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
、
ハ
イ
デ
ル
ブ
ル
グ
の
各
大
学
で
学
び
、
ブ
ダ
ペ
ス
ト
大
学
で
哲
学
博
士
の
学
位
を
取
得
し
た
こ
と
と
と
も
に
、

13
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「資料1」

CU1～1～1CU乙UM　WTン4E　o∫1）飢καπ〃iαηηんθ伽㊤

Name　l

Address：
Date　of　bi・th：

Place　l

Parents：

Marriage　l

Educatlon

Posts　held

Karl　Mannheim
5The　Park，N．W．11．（Speedwell　O375）

March27th，1893．

Budapest

Gustav　Mannhelm，Hungarian　citizien　by　birth

Rosa　Eylenburg，German　by　birth，Hungarian　by　marriage，

Married　Dr．Julia　Lang　in　Heidelberg．

Gymnasium　（SecQndary　Schoo1），Budapest．Studied　in

Universities　of　Budapest，Berlin，Paris，Freiburg　l／Br．，and

Heidelberg．　Took　doctor’s　degree　in　Phi亘osophy　at

Univers童ty　of　Bu〔lapest，and　qualified　as　a　secondary　school

teacher　in　German　and　French　languages　and　literature．

Carried　on　independent　research　in　verious　German

Universities　and　became　Privatdozent　（lecturer）　in

Sociology　in　1926in　University　of　Heidelberg。Became

Professor　and　Head　of　the　Department　of　Sociology　in　l930

in　the　Unlversity　of　Frankfurt／Main．Was　also　appointed

Director　of　the　Institute　of　Sociology　（1930）．（Tenure　of　the

professorship　automatically　implied　German　natlonahty．）In

1933　dismissed　by　the　German　Govemment　for　racial

reasons．In　1933joined　the　staff　of　the　London　SchooL　of

Economics　as　a　lecturer　in　Sociology　and　since　l938

appointed　as　Special　Lecturer　and　permanent　member　of　the

staff．

　　Main　publication　in　English＝14θo‘og：yα屈U’oρ毎（in　the

Intemational　Library　of　Psychology　and　Scientinc　Method）

London，New　York，1936．P芦2sg漉丁7召雁s伽漉θBμπd伽g　o∫

Soc∫2‘y　伽　“丑z‘η2αη　14がα∫7s”　（edited　by　RIB　Cattel　etc。，

London，1937．）

　　（ln　course　of　publications）：福‘zπ　αη4　Soc犯‘：y　乞η　A9ε　oチ

Rεcoπs‘耀o‘ゴoπ　to　bo　published　by　Kegan　Paul，London，

October）．
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カール・マンハイムの社会学と教育理論

ド
イ
ッ
と
フ
ラ
ン
ス
の
語
学
・
文
学
の
中
等
教
育
教
師
資
格
を
得
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
職
歴
と
し
て
、
一
九
二
六
年
に
ハ
イ

デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
私
講
師
（
マ
貯
跨
3
器
暮
）
に
、
一
九
三
〇
年
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
の
社
会
学
教
授
で
、
社
会
学
部
門
主
任

兼
社
会
学
研
究
所
長
に
就
任
し
た
。
そ
し
て
一
九
三
三
年
に
、
ド
イ
ッ
政
府
か
ら
人
種
的
理
由
で
こ
の
職
を
解
任
さ
れ
、
同
年
ロ
ン
ド
ン

大
学
L
S
E
の
講
師
と
な
り
、
一
九
三
八
年
か
ら
常
勤
ス
タ
ッ
フ
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
他
の
伝
記
的
な
資
料
と
も
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ず
れ
も
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
一
行
分
で
、

　
　
　
、
．
ぎ
一
8
0
0
＆
ω
ヨ
一
の
ω
巴
げ
冤
浮
Φ
O
Φ
『
ヨ
即
昌
O
o
＜
Φ
ヨ
ヨ
Φ
日
h
o
『
轟
o
凶
m
＝
Φ
霧
o
冨
，
、
．

と
あ
る
だ
け
だ
が
、
そ
こ
に
ど
れ
ほ
ど
の
理
不
尽
が
あ
る
か
。
当
時
社
会
学
が
発
展
し
て
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
世
界
で
も
地
歩
を
占
め
て

い
た
の
は
、
ド
イ
ッ
と
米
国
で
あ
る
（
英
国
で
は
ま
だ
、
国
中
で
大
学
の
講
座
が
一
つ
、
教
授
が
一
人
と
い
う
状
態
だ
っ
た
）
が
、
そ
の

ド
イ
ッ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
大
学
で
、
四
〇
歳
・
働
き
盛
り
の
社
会
学
主
任
教
授
、
著
書
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
：
ト

ピ
ア
』
で
世
界
的
な
名
声
を
得
て
い
た
彼
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
故
を
も
っ
て
突
然
、
解
任
・
追
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
無
念
は
察

す
る
に
余
り
あ
る
。

　
職
歴
の
あ
と
に
英
文
の
著
作
物
と
し
て
、
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
英
訳
（
お
器
）
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
『
人
間
と
社

会
』
の
英
訳
が
三
九
年
一
〇
月
に
は
刊
行
予
定
と
あ
る
（
こ
れ
は
実
際
に
は
翌
年
に
延
び
る
こ
と
に
な
っ
た
）
。

　
第
二
の
も
の
は
、
学
問
的
な
意
味
で
は
よ
り
詳
し
い
。
「
資
料
2
」
（
資
料
に
示
し
た
部
分
の
後
に
付
い
て
い
る
膨
大
な
英
文
著
作
・
論

文
、
講
演
な
ど
の
リ
ス
ト
は
、
こ
こ
で
は
省
略
し
た
）
で
は
、
誕
生
の
記
録
の
下
に
、
帰
化
に
よ
っ
て
英
国
籍
に
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て

い
る
。
ま
た
履
歴
書
の
通
例
の
年
代
記
の
す
ぐ
後
に
、
各
大
学
で
の
学
習
歴
・
研
究
歴
が
有
名
教
授
の
名
前
を
含
め
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
筆
者
が
注
目
す
る
点
は
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
、
彼
が
あ
え
て
次
の
よ
う
に
書
き
添
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
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「資料2」

CU1～尺1CULUハ41イ1Tン4E．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bom27th　March，1893，Budapest．

κ4RLル朋1〉八冊皿4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Bntlsh　by　Naturalisation）

Studied　at　the　Universities　of8μ4αρ2s4Bθ7Z伽，Rzガs，Fr2め㍑㎎／βγ，，∬2堀θめ醐g．

　　　　　　　　　　Qualined　as　secondary　school　teacher　in　German　and　French

　　　　　　　　　　languages　and　hterat皿e，practised　for　some　time　in　secondary

　　　　　　　　　　schools　in　Budapest，1ectured　on　Hlstory　of　Philosophy　and　Principles

　　　　　　　　　　of　Education　at　the1ηs亮頗ごθo／Eゴμαz‘foπ（that　is　to　say　the　nearest

　　　　　　　　　　equivalent　to　it　in　Hungary）in　Budapest．

1918　　　　Dr．Phil．（summa　cum　laude）main　subjects　Philosophy，

　　　　　　　　　　Pedagogy，German　Llterature，（Budapest　University）

1926－1930　　Lecturer　in　Sociology（‘Privatdozent’）at　the　University　of　Heidelberg．

1930－1933　Professor　of　Sociology　and　Head　of　the　Department　of　Sociology　at

　　　　　　　　　　the　Unlvers且ty　of　Frankfurt．

　　　1933　　Lecturing　engagements　at　the　Universities　of　Leiden，

　　　　　　　　　　Amsterdam，Groningen，Utrecht，and　at　the　Commercial　High　Schoo1，

　　　　　　　　　　Antwerpen．

Since　l933　Lecturer　in　Soclology　at　the　London　School　of　Economics　and

　　　　　　　　　　Political　Science，　University　　of　London　　　　　in　　charge　　of

　　　　　　　　　　undergraduate　and　postgraduate　teaching．

Since　l941　1n　addition　courses，seminars　and　work　with　postgraduates　at　the

　　　　　　　　　　University　of　London　lnstitute　of　Education　in　the　field　of　Sociology

　　　　　　　　　　of　Education．

　　　E4πoγ　　of　the　International　Library　of　Sociology　and　Social　Reconstruction。

　　　　　　　　　　（London：Kegan　PauL　New　York：Oxford　University　Press）

　　　In　Paris　I　attended　the　courses　of　Henri　Bergson，In　Berlin　I　studied　and　did

research　in　Philosophy　under　G，Simmel　and　E，Cassire．In　Freiburg／Br．under　E．

Husserl，M．Heldegger．ln　Heidelberg，H、Rickert，KJaspers。

　　　In　He　delberg　my　work　brought　me　in　contact　with　the　Max　Weber　tradition

and　his　historical　approach　in6uenced　me　considerably，I　did　research　in

Sociology　under　Profs，Alfred　Weber　and　E．Lederer．

　　　In　Frε、nkfurt／M．as　the　Head　of　the　Department　of　Sociology　I　was　responsible

both　for　the　teaching　of　the　theory　and　of　the　research　methods　of　Sociology．My

courses　and　seminars　have　been　attended　among　others　by　educators，social

workers，εnd　scientists．

　　　My　interestsled　me　from　the　very　begiming　in　three　directions：

（a）　to　establish　Sociology　both　as　a　theoretical　and　empirical　study　and　develop

　　　　reseεrch　methods　in　these　nelds．

（b）　to　study　the　phi玉osophical　and　sociological　foundations　of　education　and　the

　　　　educative　significance　of　social　institutions．

（c）　to　a（lhieve　a　deeper　understanding　of　the　contemporary　social　and　cultural

　　　　crisis　and　to　investigate　the　prospects　of　social　education，
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「
私
の
関
心
は
、
最
初
か
ら
次
の
三
つ
の
方
向
へ
と
私
の
研
究
を
導
い
た
。

（
a
）
　
社
会
学
を
、
理
論
研
究
と
実
証
研
究
と
の
両
方
で
確
立
し
、
こ
の
分
野
で
の
研
究
方
法
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
。

（
b
）
教
育
の
哲
学
と
教
育
の
社
会
学
と
の
基
盤
を
研
究
す
る
こ
と
、
そ
し
て
社
会
諸
制
度
が
教
育
に
と
っ
て
持
つ
意
味
を
研
究
す

　
る
こ
と
。

（
c
）
　
現
代
社
会
と
現
代
文
化
の
危
機
の
よ
り
深
い
理
解
を
達
成
し
、
そ
し
て
社
会
的
教
育
の
方
策
を
探
求
す
る
こ
と
。
」

　
（
強
調
ゴ
チ
ッ
ク
は
い
ず
れ
も
引
用
者
）

カール・マンハイムの社会学と教育理論

（
a
）
は
、
社
会
学
研
究
全
般
に
対
す
る
理
論
的
・
方
法
的
関
心
の
表
明
で
あ
る
。
（
b
）
（
c
）
は
と
も
に
、
「
教
育
」
へ
の
関
心
が
前

面
に
出
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
教
育
」
へ
の
関
心
や
関
わ
り
の
強
調
は
、
こ
の
箇
所
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
の
履
歴
書
の
特
徴
で
、
た
と
え

ば
、
一
九
一
八
年
の
学
位
取
得
（
哲
学
博
士
）
が
哲
学
だ
け
で
な
く
「
教
育
学
と
ド
イ
ッ
文
学
」
と
い
う
教
科
も
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ

と
、
そ
の
当
時
か
ら
一
貫
し
て
教
育
問
題
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
、
中
等
教
育
教
師
の
免
許
の
点
だ
け
で
な
く
教
職
歴
も
あ
る
こ
と
、

ま
た
ブ
ダ
ペ
ス
ト
の
教
育
研
究
所
の
教
授
職
を
得
て
い
た
こ
と
、
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
ブ
ダ
ペ
ス
ト
の
教
育
研
究
所
が
、
マ
ン

ハ
イ
ム
が
書
い
て
い
る
よ
う
な
「
ロ
ン
ド
ン
大
学
教
育
研
究
院
の
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
等
価
物
」
と
言
え
る
も
の
か
ど
う
か
は
、
確

か
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
こ
こ
で
確
か
な
こ
と
は
、
こ
の
履
歴
書
が
ロ
ン
ド
ン
大
学
教
育
研
究
院
の
「
教
育
学
主
任
教
授
」
就
任

審
査
に
当
た
っ
て
提
出
さ
れ
た
と
い
う
事
情
か
ら
、
こ
こ
で
も
と
も
と
社
会
学
が
専
門
の
彼
は
、
自
分
の
経
歴
や
一
貫
し
た
学
問
的
関
心

を
か
な
り
〈
教
育
〉
に
引
き
寄
せ
て
、
あ
る
面
で
は
誇
大
と
も
思
え
る
ほ
ど
そ
れ
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
の
履
歴
書

ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
。

　
そ
う
し
た
偏
り
は
確
か
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
也
を
素
直
に
受
け
取
っ
て
も
、
ま
た
割
り
引
い
て
も
、
（
b
）
と
（
c
）
と
の

17
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区
別
は
明
確
で
あ
る
。
つ
ま
り
（
b
）
と
下
線
部
の
「
教
育
の
社
会
学
」
、
「
社
会
諸
制
度
が
教
育
に
と
っ
て
持
つ
意
味
」
は
、
筆
者
が
先

に
述
べ
た
「
第
一
の
方
向
」
で
あ
り
、
（
c
）
と
下
線
部
「
社
会
的
教
育
の
方
策
」
は
、
筆
者
の
い
う
「
大
衆
社
会
の
社
会
学
」
か
ら
分

岐
し
て
い
く
「
第
二
の
方
向
」
で
あ
る
。

　
後
期
マ
ン
ハ
イ
ム
の
理
論
は
二
つ
の
系
列
に
分
岐
し
て
、
そ
れ
が
区
別
さ
れ
る
べ
き
二
つ
の
教
育
理
論
（
「
教
育
の
社
会
学
」
と
「
社

会
的
教
育
論
」
と
）
に
そ
れ
ぞ
れ
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
自
身
に
よ
っ
て
も
目
覚
さ
れ
、
研
究
歴
を
統

合
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
研
究
テ
ー
マ
の
分
岐
と
相
補
の
関
係
、
お
よ
び
そ
の
一
方
だ
け
が
目
立
つ
と
い
っ
た
、
独
目
の
様
相
が
ど
う
し
て
生
ま
れ

た
の
か
を
、
亡
命
思
想
家
マ
ン
ハ
イ
ム
と
英
国
社
会
と
の
関
係
で
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

18

　
　
　
　
　
　
一
一
節
、
マ
ン
ハ
イ
ム
知
識
社
会
学
の
問
題
論
平
面
と
そ
こ
に
お
け
る
二
つ
の
軸

1
、
知
識
の
社
会
的
性
格
と
人
間
に
と
っ
て
の
意
味
性
に
つ
い
て
ー
学
校
知
識
の
意
味
喪
失
に
か
か
わ
っ
て

　
マ
ン
ハ
イ
ム
が
一
九
四
一
年
に
2
度
行
っ
た
講
演
「
教
育
、
社
会
学
お
よ
び
社
会
的
自
覚
の
問
題
」
（
同
名
論
文
と
し
て
『
現
代
の
診

断
』
（
お
ホ
）
に
所
収
）
は
、
彼
の
社
会
学
が
「
教
育
社
会
学
」
へ
と
本
格
的
に
展
開
し
て
い
く
画
期
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後

半
で
彼
は
、
現
代
社
会
が
抱
え
る
課
題
に
対
す
る
人
々
の
（
と
り
わ
け
青
年
た
ち
の
）
「
社
会
的
自
覚
（
8
。
巨
帥
毛
巽
窪
Φ
器
）
」
と
い
う

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
主
張
の
一
貫
と
し
て
、
そ
う
し
た
自
覚
を
抑
圧
す
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
学
問
教
育
の
専
門
性

の
あ
り
方
を
あ
げ
て
い
る
。



　
「
目
覚
の
欠
如
を
も
た
ら
し
た
学
問
教
育
の
方
法
の
う
ち
の
第
一
は
、
過
度
の
専
門
分
化
（
o
＜
Φ
諺
需
。
巨
冒
呂
9
）
で
あ
る
。
そ

れ
［
過
度
の
専
門
分
化
］
は
、
現
実
的
な
諸
問
題
と
そ
れ
に
対
す
る
実
行
可
能
な
回
答
に
つ
い
て
の
真
っ
当
な
関
心
を
中
性
化
す
る

（
帳
消
し
に
す
る
、
房
5
邑
鼠
お
）
方
法
に
な
っ
て
い
る
。
専
門
分
化
は
、
高
度
に
発
達
し
た
分
業
の
時
代
に
必
然
的
な
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
際
に
、
専
門
分
化
し
た
研
究
と
い
っ
た
断
片
（
宜
霧
窃
）
や
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
教
授
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
と
い
う

断
片
を
整
合
化
す
る
（
8
0
こ
凶
召
8
）
努
力
が
な
さ
れ
て
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
［
研
究
・
教
育
の
世
界
で
］
こ
う
し
た
総
合
的

な
構
図
が
追
求
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
U
醇
讐
8
声
マ
臼
）

カール・マンハイムの社会学と教育理論

英
国
の
現
代
教
育
社
会
学
の
指
導
者
の
一
人
、
G
・
J
・
ウ
ィ
ッ
テ
ィ
ー
（
毛
三
貯
昌
）
は
、
今
日
の
英
国
教
育
改
革
に
お
け
る
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
導
入
、
そ
こ
に
お
け
る
個
別
教
科
重
視
と
、
ク
ロ
ス
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
事
実
上
の
軽
視
動
向
を
批
判
す
る
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

か
ら
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
こ
の
部
分
の
議
論
に
言
及
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
日
本
の
現
在
の
学
校
知
識
（
ω
9
8
芽
8
三
①
畠
①
）
を
め
ぐ

る
状
況
は
英
国
よ
り
も
さ
ら
に
深
刻
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
文
部
省
の
教
育
課
程
審
議
会
の
答
申
が
一
九
九
八
年
六
月
に
出
さ
れ
、
そ

れ
を
も
と
に
二
〇
〇
二
年
か
ら
の
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
作
成
さ
れ
る
と
い
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
の
時
期
な
の
で
あ
る
が
、
見
通
し

は
決
し
て
明
る
く
な
い
。

　
た
と
え
ば
昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
筆
者
も
参
加
し
て
行
っ
た
東
京
に
お
け
る
中
学
生
の
生
活
調
査
で
、
家
庭
学
習
ゼ
ロ
と
い
う
回
答

が
6
割
あ
っ
て
（
塾
に
行
っ
て
な
い
子
の
方
に
い
っ
そ
う
「
ゼ
ロ
」
が
多
い
）
、
家
庭
学
習
を
し
て
い
る
生
徒
も
一
時
間
程
度
が
ほ
と
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

ど
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
（
ゼ
ロ
も
含
め
た
家
庭
学
習
の
平
均
時
間
は
、
三
一
分
）
。
約
二
〇
年
前
に
実
施
し
た
同
様
の
調
査
で
は
、
中

学
生
が
家
庭
学
習
時
間
「
ゼ
ロ
　
五
・
二
％
」
「
平
均
　
二
時
間
一
二
分
」
で
、
高
校
生
に
「
ゼ
ロ
」
が
多
か
っ
た
甑
紀
を
思
い
起
こ
し

て
、
そ
こ
に
こ
の
点
で
の
大
き
な
様
変
わ
り
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

19



一橋大学研究年報　社会学研究　37

　
今
日
の
日
本
で
は
一
方
で
、
中
学
受
験
の
た
め
な
ど
の
小
学
生
塾
通
い
が
広
が
っ
て
、
受
験
競
争
の
激
化
．
低
年
齢
化
が
あ
る
が
、
他

方
で
は
し
か
し
、
高
校
生
に
始
ま
っ
た
「
学
校
知
識
離
れ
」
が
い
ま
中
学
生
の
間
に
ま
で
広
く
浸
透
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
日
本
の

教
育
に
お
け
る
競
争
の
支
配
は
、
い
っ
こ
う
に
弱
ま
っ
て
い
る
と
は
思
え
ず
（
む
し
ろ
よ
り
低
年
齢
段
階
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
）
、
塾

通
い
も
過
熱
の
度
を
増
し
、
ま
た
そ
う
し
た
競
争
風
土
の
充
満
状
況
が
子
ど
も
た
ち
に
も
た
ら
す
緊
張
と
不
安
も
レ
ベ
ル
を
下
げ
て
い
る

と
は
思
え
な
い
の
に
、
そ
の
た
だ
中
で
、
そ
う
し
た
競
争
圧
力
も
支
え
切
れ
な
い
形
で
、
子
ど
も
た
ち
の
学
校
知
識
か
ら
の
離
脱
が
広
が

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
存
在
を
当
然
と
思
わ
れ
て
き
た
巨
大
な
日
本
の
学
校
知
識
体
系
の
崩
壊
を
さ
え
予
感
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
こ
の
学
校
知
識
を
子
ど
も
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
体
験
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
以
前
か
ら
「
受
験
学
力
」
（
佐
藤
興
文
）
と
か
、
「
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ス
ト
体
制
」
（
中
内
敏
夫
）
、
「
序
列
主
義
」
（
遠
山
啓
）
な
ど
と
い
っ
た
表
現
で
、
学
校
で
学
習
す
る
知
識
の
「
テ
ス
ト
目
的
化
」
が
指
摘

さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
知
識
の
も
と
も
と
の
体
系
性
、
つ
ま
り
そ
こ
に
内
包
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
人
類
の
歴
史
的
・
現
代
的
な
活
動
と

課
題
と
へ
の
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
切
れ
た
断
片
と
し
て
知
識
が
学
ば
れ
て
い
く
傾
向
の
支
配
（
知
識
の
形
骸
化
）
が
そ
こ
で
批
判
さ
れ
て

い
た
。
ま
た
そ
の
よ
う
に
「
形
骸
化
」
し
た
知
識
の
学
習
は
、
そ
の
効
率
的
な
「
習
得
」
と
「
テ
ス
ト
点
数
へ
の
変
換
」
と
に
成
功
す
る

「
高
学
力
」
層
に
も
、
そ
れ
に
失
敗
す
る
「
低
学
力
」
層
で
は
い
っ
そ
う
、
知
的
な
興
味
・
関
心
．
意
欲
を
伴
わ
な
い
「
苦
役
」
と
な
っ

て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
学
校
知
識
の
「
形
骸
化
・
苦
役
化
」
は
、
日
本
の
学
校
の
「
競
争
の
教
育
」
の
深
化
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う

に
進
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
は
確
か
に
、
「
競
争
の
教
育
」
の
深
化
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
深
刻
化
し
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ど
ち
ら
が
原
因
で
ど
ち

ら
が
結
果
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
従
来
の
批
判
的
な
分
析
に
あ
る
よ
う
に
、
受
験
．
テ
ス
ト
．
競
争
．
序
列
と
い
っ
た
フ
ァ
ク

タ
ー
が
原
因
側
で
あ
る
と
だ
け
は
言
い
切
れ
な
い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
学
校
知
識
の
側
の
あ
る
性
格
が
「
競
争
の
教
育
」
を
条
件
づ
け
る
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（
1
3
）

要
因
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
（
そ
う
い
う
「
学
校
知
識
」
論
も
日
本
で
す
で
に
だ
さ
れ
て
い
る
）
。

　
ま
た
こ
う
し
た
学
校
知
識
性
格
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
戦
後
英
国
を
代
表
す
る
教
育
社
会
学
者
B
・
バ
ー
ン
ス
テ
ィ
ン

（
田
旨
9
。
ぎ
）
は
、
学
校
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
い
て
、
「
分
類
（
ユ
塁
ω
5
8
ぎ
コ
）
」
が
内
部
で
も
（
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
の
相
互
の
間
で
）
、

外
部
で
も
（
学
校
知
識
と
、
学
校
外
の
知
識
創
造
の
場
や
知
識
活
用
の
場
と
の
間
で
）
強
い
場
合
、
生
徒
・
学
生
は
、
そ
の
よ
う
な
個
別

の
学
問
原
理
に
分
割
さ
れ
て
段
階
化
さ
れ
た
学
校
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
、
し
か
も
「
枠
付
け
（
h
鍔
旨
お
）
」
が
強
い
形
で
（
教
師
の
強
い

指
揮
性
、
し
た
が
っ
て
生
徒
・
学
生
の
教
師
へ
の
従
属
の
下
で
）
学
ぶ
と
、
そ
の
段
階
を
最
高
レ
ベ
ル
ま
で
登
り
つ
め
る
こ
と
の
な
い
多

く
の
者
た
ち
は
、
知
識
を
、
な
に
か
と
て
も
固
く
、
動
か
な
い
も
の
と
し
て
体
験
す
る
、
と
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
な
中
等
教
育
に
広
く
存
在
す
る
、
分
類
・
枠
付
け
と
も
に
強
い
「
寄
せ
集
め
コ
ー
ド
（
8
＝
o
＆
8
8
3
）
」
が
は
ら
む
重
大
問

　
　
　
　
　
　
　
　
（
艮
）

題
と
し
て
指
摘
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
問
題
が
、
「
過
度
の
専
門
分
化
」
を
批
判
す
る
マ
ン
ハ
イ
ム
の
知
識
社
会
学
で
は
、
知
識
の
「
分
化
性
↑
↓
総
体
性
」
、

知
識
の
「
形
式
性
↑
↓
意
味
性
」
と
い
う
二
つ
の
軸
で
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
形
で
、
知
識
の
歴
史
的
・
社
会
的
性
格
と
、
そ
の

人
間
に
と
っ
て
の
意
味
性
が
考
察
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。

2
　、

知
識
社
会
学
の
問
題
平
面
ー
論
文
「
知
識
社
会
学
の
問
題
」
か
ら

　
論
文
「
知
識
社
会
学
の
問
題
」
（
U
霧
写
o
巨
①
日
Φ
ぎ
R
ω
o
虹
o
δ
α
q
ε
α
8
名
奮
雪
ω
」
8
㎝
）
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
そ
の
知
識
社
会

学
の
立
場
と
課
題
と
を
は
じ
め
て
鮮
明
に
提
示
し
た
画
期
的
な
労
作
で
あ
る
。
こ
こ
で
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
「
知
識
の
社
会
学
」
が
登
場
す

る
諸
要
因
の
配
置
状
況
（
囚
o
冨
邑
『
試
9
）
を
問
題
に
し
、
そ
こ
に
次
の
4
つ
の
契
機
を
あ
げ
て
い
る
。
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①
、
思
考
と
知
識
の
自
己
相
対
化
　
－
思
考
を
目
律
的
な
も
の
と
考
え
な
い
で
、
「
他
の
一
段
と
包
括
的
な
因
子
の
流
出
・
表
現
、

　
ま
た
並
行
現
象
、
あ
る
い
は
［
他
に
よ
っ
て
］
決
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
考
を
他
の
い
っ
そ
う
包
括
的
因
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
」
（
矩
凶
ω
ω
讐
器
o
N
互
o
o
q
貧
ψ
ω
旨
）

②
、
社
会
学
的
な
平
面
へ
向
か
っ
て
の
相
対
化
　
　
　
思
考
が
宗
教
的
中
心
に
相
対
化
さ
れ
て
従
属
し
た
時
代
か
ら
、
啓
蒙
時
代
の
合

　
理
主
義
・
理
性
の
自
己
絶
対
化
（
自
律
）
が
起
こ
っ
た
が
、
今
日
「
生
（
O
器
冨
σ
窪
）
」
に
お
い
て
そ
の
中
心
が
社
会
的
・
経
済

　
的
平
面
へ
と
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
考
の
相
対
化
も
こ
の
平
面
に
向
け
て
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
思
考
・
知
識
が
、
何
ら
か
の

　
社
会
的
・
経
済
的
存
在
に
規
定
さ
れ
、
従
属
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

③
、
「
暴
露
意
識
（
窪
夢
巨
ざ
区
雪
田
毛
目
鴇
諾
①
冒
）
」
の
出
現
と
相
対
化
の
新
形
式
　
　
　
そ
れ
は
「
若
干
の
理
念
を
単
純
に
否
定

　
し
た
り
、
誤
り
だ
と
宣
告
し
た
り
、
疑
っ
た
り
す
る
の
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
解
体
し
よ
う
と
、
し
か
も

　
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
、
あ
る
社
会
層
の
世
界
観
が
解
体
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
解
体
し
よ
う
と
努
め
る
と
こ
ろ
に
成
立
す

　
る
」
（
一
σ
芦
ω
』
窃
）
そ
の
よ
う
な
意
識
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
思
考
の
相
対
化
の
出
現
で
あ
る
。

④
、
全
思
想
体
系
が
そ
の
背
後
に
あ
る
社
会
的
存
在
へ
全
体
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
相
対
化
さ
れ
る
　
　
　
こ
の
相
対
化
は
、
思
想
が

　
個
々
別
々
に
否
定
・
疑
い
の
対
象
、
虚
偽
・
利
害
制
約
と
さ
れ
る
の
で
な
く
、
「
総
体
性
（
↓
o
邑
一
聾
）
」
に
向
か
う
意
図
に
よ
っ

　
て
「
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
思
想
が
あ
る
体
系
の
部
分
と
し
て
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
あ
る
世
界
観
的
な
総
体
性
の
部
分
と
し
て
、
社
会
的

　
存
在
の
あ
る
段
階
に
全
体
と
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
指
摘
さ
れ
る
」
（
一
げ
旦
ψ
認
O
）
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
社
会
学
的
暴
露
の

　
ヂ
ノ
ノ
ラ
　
じ
こ
こ
つ

　
π
兀
σ
、
μ
ロ
彦

　
（
［
］
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
　
　
以
下
同
じ
。
こ
の
部
分
の
強
調
の
ゴ
チ
ッ
ク
は
、
い
ず
れ
も
原
文
の
強
調
イ
タ
リ
ッ
ク
）

22



マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、
こ
の
第
4
の
契
機
を
含
む
段
階
は
「
マ
ル
ク
ス
が
要
求
し
た
よ
う
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
上
部
構
造
の
全
体
を

社
会
的
存
在
へ
の
依
存
性
に
お
い
て
提
示
す
る
」
（
量
ρ
ω
』
お
）
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
概
念
登
場
に
よ
っ
て
到
達

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
こ
の
こ
と
を
思
考
・
知
識
の
相
対
化
の
決
定
的
に
重
要
な
業
績
と
し
て
認
め
つ
つ
、
ひ
と
た
び

こ
う
い
う
段
階
に
到
達
す
る
と
、
そ
の
段
階
で
諸
要
素
内
部
の
重
点
も
動
い
て
、
そ
こ
に
新
た
な
「
変
位
（
＜
段
曽
竃
①
ど
鼠
）
」
が
生

ま
れ
、
こ
う
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
概
念
を
越
え
る
「
知
識
の
社
会
学
」
の
根
本
的
問
題
論
が
出
現
す
る
と
論
じ
て
い
る
。

そ
う
し
た
「
変
位
」
と
は
、
次
の
3
点
で
あ
る
。

カール・マンハイムの社会学と教育理論

a
、
対
象
が
全
体
へ
と
拡
大
す
る
こ
と
で
、
個
々
の
理
念
を
偽
造
、
隠
蔽
、
虚
偽
と
み
な
す
暴
露
の
意
図
が
お
の
ず
と
制
限
さ
れ
、
思

　
想
に
つ
い
て
の
「
社
会
的
存
在
へ
の
機
能
的
規
定
」
に
昇
華
し
て
い
く
。

b
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
探
求
が
敵
対
者
た
ち
に
も
引
き
継
が
れ
（
敵
対
者
が
適
用
者
に
も
適
用
す
る
形
で
）
、
自
己
目
身
も
そ
の
意
味
で

　
相
対
的
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
、
こ
の
思
考
方
法
・
態
度
が
、
台
頭
す
る
階
級
（
社
会
主
義
思
想
家
）
の
特
権
（
一
つ
の
反
抗
科

　
学
）
に
止
ま
ら
な
い
で
、
全
意
識
の
構
成
要
素
、
一
般
的
財
産
と
な
る
。

c
、
我
々
の
一
切
の
観
念
が
、
自
己
の
思
想
的
立
場
を
含
め
て
、
全
社
会
的
過
程
に
規
定
さ
れ
る
も
の
、
歴
史
の
全
生
成
の
部
分
と
し

　
て
、
全
生
成
の
中
で
意
味
を
与
え
ら
れ
る
部
分
的
な
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
3
点
は
い
ず
れ
も
、
先
の
④
に
あ
っ
た
「
総
体
性
（
↓
o
巨
鼠
一
）
」
が
徹
底
さ
れ
る
と
い
う
形
で
生
じ
た
、
個
々
の
要
因
の
意
味
変

化
・
変
位
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
・
精
神
的
事
象
を
歴
史
の
全
生
成
の
中
で
相
互
に
関
係
し
つ
つ
意
味
と
位
置
を
与
え
ら
れ
て
動
的

に
展
開
し
て
い
く
も
の
と
見
る
と
い
う
こ
の
立
場
は
、
そ
の
前
年
の
論
文
「
歴
史
主
義
（
震
9
0
器
ヨ
5
」
O
圏
と
で
、
ま
さ
に
「
歴
史
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主
義
」
の
名
で
彼
の
存
在
論
と
認
識
論
と
し
て
表
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
立
場
か
ら
「
知
識
・
思
考
の
社
会
的
存
在
へ
の
被
規

定
性
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
論
・
知
識
社
会
学
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
を
整
理
し
、
か
つ
前
進
さ
せ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

論
の
「
克
服
（
q
σ
Φ
薯
一
＆
量
σ
q
）
」
を
も
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
歴
史
主
義
的
知
識
社
会
学
の
具
体
的
追
究
課
題
は
、
ま
ず
「
［
観
念
史
の
］
内
在
的
に
取
り
出
さ
れ
た
思
想
的
立
場
と
、
社
会
的

潮
流
（
社
会
的
立
場
）
と
の
間
に
、
相
関
関
係
・
照
応
関
係
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
立
証
す
る
こ
と
」
（
≦
一
ω
ω
①
霧
ω
震
巨
畠
一
ρ
ω
』
謡
）

で
あ
る
。
そ
の
際
、
マ
ル
ク
ス
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
が
宣
伝
的
動
機
と
と
も
に
持
っ
て
い
る
「
利
害
関
係
（
一
三
①
お
。
り
鴇
誘
Φ
ぎ
）
」
と

い
う
あ
ま
り
に
も
狭
く
考
え
ら
れ
た
存
在
平
面
へ
の
機
能
規
定
の
理
解
を
、
「
被
拘
束
（
国
昌
曽
α
Q
一
段
房
。
5
）
」
と
い
う
精
神
史
に
ふ
さ
わ

し
い
よ
り
動
的
で
幅
の
あ
る
観
点
に
変
換
す
る
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
精
神
的
立
場
と
社
会
的
存
在
と
を
つ

な
ぐ
機
能
関
係
は
、
利
害
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
観
の
持
つ
総
体
性
を
迂
回
し
た
関
係
を
と
ら
え
て
は
じ
め
て
知
識
社
会
学
が
可
能

と
な
る
。
そ
こ
で
「
利
害
制
約
性
（
H
三
Φ
『
の
ω
。
。
一
Φ
『
浮
①
δ
」
と
い
う
範
疇
の
狭
さ
を
、
「
存
在
拘
束
性
（
ω
Φ
冒
ω
話
3
…
8
喜
葺
）
」
と

　
　
　
　
　
（
1
6
）

い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
転
換
す
る
こ
と
で
「
克
服
す
る
（
菩
R
三
区
雪
）
」
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
と
関
連
し
て
、

社
会
的
存
在
の
中
に
定
位
す
る
「
社
会
層
（
ω
o
N
巨
雪
o
o
9
8
耳
雪
）
」
（
そ
の
最
も
主
要
な
も
の
が
、
近
代
で
は
社
会
階
級
で
あ
る
が
）

と
、
精
神
史
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
精
神
的
立
場
と
の
間
に
、
媒
介
項
と
し
て
「
精
神
層
（
O
Φ
凶
豊
o
q
雪
誓
三
。
耳
雪
）
」
と
い
う
集
団

（
そ
の
社
会
の
た
め
に
世
界
の
解
釈
を
提
供
す
る
こ
と
を
専
門
の
仕
事
と
し
て
い
る
社
会
集
団
）
の
概
念
を
導
入
し
、
精
神
史
・
精
神
的

世
界
の
複
雑
な
分
化
と
動
態
と
が
、
見
落
と
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
仕
方
で
社
会
的
集
団
と
社
会
的
存
在
の
社
会
史
へ
と
結
び
つ
け

，
つ
L
ア
⊃
9
一
二
、
β
’
　
ぐ
、
｛
■
↓
戸
讐
、
　
p
）
O

ー
　
オ
，
！
■
　
「
⊆
　
　
（
ノ
ム
　
さ
　
“
（

一
（
↓
『
　
’
し
　
㌧
　
－
！
‘

3
　、

知
識
社
会
学
問
題
平
面
に
お
け
る
知
識
の
分
化
と
「
相
対
性
」
お
よ
び
「
総
体
性
」
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以
上
が
（
省
略
し
た
部
分
も
多
く
、
紹
介
と
し
て
は
不
十
分
で
は
あ
る
が
）
論
文
「
知
識
社
会
学
の
問
題
」
の
概
略
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
示
さ
れ
た
歴
史
主
義
的
知
識
社
会
学
の
問
題
平
面
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
、
知
識
、
理
念
、
精
神
文
化
が
、
そ
の
精
神

史
の
横
断
面
・
縦
断
面
に
お
い
て
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
が
社
会
的
・
経
済
的
存
在
の
社
会
史
に
お
け
る
動
態
の

機
能
と
し
て
、
つ
ま
り
目
律
的
な
も
の
で
は
な
く
、
存
在
に
規
定
さ
れ
た
依
存
的
で
相
対
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
知

識
社
会
学
は
具
体
的
研
究
作
業
と
し
て
、
そ
の
平
面
で
精
神
史
の
横
断
的
・
縦
断
的
な
動
態
を
社
会
史
に
関
連
づ
け
て
（
「
存
在
拘
束
性
」

や
「
精
神
層
」
カ
テ
ゴ
リ
！
を
用
い
な
が
ら
）
追
究
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
問
題
平
面
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
・
知
識

と
思
想
的
立
場
が
存
在
に
拘
束
さ
れ
た
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
人
間
に
と
っ
て
真
な
る
思
考
、
認
識
は
ど
の
よ
う
に
し

て
可
能
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
が
実
は
マ
ン
ハ
イ
ム
の
考
え
る
知
識
社
会
学
の
根
源
的
問
題
論
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
前
期
マ
ン
ハ
イ
ム
の

主
著
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
i
ト
ピ
ア
』
（
匡
8
一
£
8
⊆
＆
鐸
o
冨
。
」
露
。
）
で
、
現
代
に
お
け
る
「
思
考
の
危
機
」
と
さ
れ
、
社
会

学
的
認
識
論
の
中
心
的
課
題
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
「
全
体
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
概
念
の
価
値
自
由
的
把
握
」
か
ら
「
評
価
的
把
握
」
へ
の

展
開
、
そ
こ
に
お
け
る
「
自
由
に
浮
動
す
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
」
の
立
場
と
働
き
。
あ
ま
り
に
も
有
名
な
こ
う
し
た
展
開
は
、
ま
さ
に

論
文
「
知
識
社
会
学
の
問
題
」
が
提
起
し
た
問
題
平
面
が
準
備
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
よ
り
も
、
同
じ
問
題
平
面
に
お

い
て
「
知
識
の
分
化
性
と
総
体
性
」
と
い
う
問
題
が
、
マ
ン
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
の
も
う
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
い
た

こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
問
題
に
な
っ
て
い
る
知
識
の
相
対
化
は
、
現
代
に
は
じ
め
て
生
じ
た
現
象
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
中
世
に
は
宗
教
が
「
生
」
の
中
心
に

あ
り
、
思
考
・
知
識
は
そ
れ
に
従
属
す
る
存
在
、
つ
ま
り
宗
教
的
な
中
心
へ
と
自
己
相
対
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
中
心

へ
機
能
化
さ
れ
た
存
在
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
宗
教
的
中
心
の
歴
史
的
な
弱
ま
り
と
統
一
性
の
後
退
は
、
精
神
文
化
の
諸
領
域
の
そ
こ
か

ら
の
自
立
と
い
う
傾
向
を
生
み
出
し
た
。
た
と
え
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
観
念
の
成
立
を
マ
ン
ハ
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イ
ム
は
自
立
化
の
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
宗
教
改
革
に
続
く
啓
蒙
主
義
の
時
代
は
、
宗
教
か
ら
の
理
性
の
自
立
、
そ
し
て
諸
学

問
の
自
立
化
と
分
化
の
時
代
で
も
あ
る
。
世
界
貿
易
・
産
業
革
命
・
分
業
高
度
化
は
、
こ
う
し
た
傾
向
に
拍
車
を
か
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学

問
的
真
理
の
価
値
が
自
立
し
て
「
学
問
的
真
理
の
た
め
の
学
問
研
究
」
と
い
う
観
念
が
成
立
し
強
固
な
も
の
と
な
る
。

　
だ
か
ら
、
統
一
的
真
理
の
解
体
と
分
化
、
知
識
諸
分
野
の
個
別
自
律
化
と
自
己
絶
対
化
傾
向
、
そ
し
て
知
識
社
会
学
が
注
目
す
る
そ
れ

ら
の
間
の
対
立
と
争
い
、
そ
の
新
た
な
レ
ベ
ル
で
の
社
会
的
自
己
相
対
化
と
、
そ
れ
ら
の
全
体
関
連
の
動
的
・
総
体
化
的
把
握
の
登
場
と

い
っ
た
一
連
の
問
題
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
二
〇
年
代
の
著
作
・
論
文
で
盛
ん
に
例
を
あ
げ
て
い
る
政
治
思
潮
や
芸
術
潮
流
だ
け
の
問
題
で

は
な
く
、
諸
学
問
の
専
門
分
化
と
自
律
性
強
化
を
め
ぐ
る
問
題
で
も
あ
る
こ
と
が
こ
の
論
文
「
知
識
社
会
学
の
問
題
」
に
お
い
て
す
で
に

示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
つ
ね
に
現
実
レ
ベ
ル
の
全
体
性
が
問
わ
れ
る
政
治
の
世
界
で
、
思
考
・
知
識
の
自
律
性
を
問
い
、

そ
の
破
壊
と
自
己
相
対
化
へ
向
か
う
動
き
が
高
ま
り
、
ま
た
そ
う
い
う
政
治
領
域
と
の
相
互
浸
透
性
が
強
い
社
会
科
学
領
域
に
お
い
て
理

論
・
思
想
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
の
議
論
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
歴
史
主
義
的
知
識
社
会
学
も
登
場
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
二
〇
世
紀
末
の
今
日
で
は
、
個
別
科
学
の
学
問
的
真
理
の
「
絶
対
性
」
に
対
す
る
懐
疑
は
、
核
問
題
や
環
境
問
題
な
ど
を
通

し
て
、
目
然
科
学
を
も
含
む
す
べ
て
の
学
問
に
及
ん
で
い
る
と
考
え
る
。
「
何
の
た
め
の
学
問
か
？
」
、
つ
ま
り
あ
る
学
問
の
存
在
を
そ
の

外
側
の
何
も
の
か
に
関
係
づ
け
て
問
題
に
す
る
こ
と
、
そ
う
い
う
問
い
か
け
を
ま
る
で
抑
圧
し
て
い
て
も
何
も
心
配
は
な
い
、
と
い
う
学

問
の
状
況
に
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
個
別
学
問
の
絶
対
目
律
に
対
し
て
、
そ
れ
が
自
己
相
対
化
さ
れ
る
べ
き
方
向
と
し
て
の
「
総
体
性
（
↓
o
芭
惹
け
）
」
を
提
示
し
た
マ
ン

ハ
イ
ム
の
歴
史
主
義
は
、
妾
、
の
死
後
、
K
・
ポ
パ
i
『
歴
史
王
義
の
貧
困
』
で
、
歴
口
入
主
義
の
代
表
と
し
で
．
、
し
か
も
ま
さ
に
そ
の
「
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

体
性
」
の
立
場
を
「
総
体
主
義
（
ぎ
房
ヨ
）
」
と
い
う
名
で
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
今
日
よ
り
振
り
返
れ
ば
、
こ
の
論
理
実

証
主
義
分
析
哲
学
者
の
批
判
で
、
歴
史
主
義
の
「
豊
穣
と
貧
困
」
問
題
も
、
精
神
史
の
総
体
性
問
題
も
カ
タ
が
つ
い
た
の
で
は
な
く
、
歴
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史
主
義
よ
り
す
る
個
別
分
化
批
判
と
そ
の
「
総
体
性
へ
の
相
対
化
」
の
立
場
は
、
分
析
哲
学
よ
り
す
る
「
人
間
が
実
証
し
得
る
も
の
、
働

き
か
け
得
る
こ
と
が
明
確
な
も
の
の
み
を
追
究
す
る
」
と
い
う
総
体
性
批
判
の
立
場
と
は
、
学
問
論
に
お
い
て
も
ま
た
社
会
計
画
論
に
お

い
て
も
、
今
日
な
お
一
つ
の
重
要
な
対
立
軸
を
成
し
て
い
る
と
考
え
る
。

カール・マンハイムの社会学と教育理論

4
、

『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
英
訳
版
序
文
で
の
知
識
の
「
分
化
性
工
総
体
性
」
と
い
う
軸

　
マ
ン
ハ
イ
ム
に
お
け
る
こ
の
「
総
体
性
」
へ
の
志
向
は
、
政
治
と
政
策
の
レ
ベ
ル
で
は
後
期
の
社
会
計
画
論
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
「
自
由
放
任
か
、
計
画
か
」
「
社
会
生
活
諸
領
域
の
独
立
性
か
、
全
体
的
整
合
か
」
が
対
立
軸
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
提
起
は
、
す
で
に
述
べ
た
「
総
体
主
義
（
ぎ
冴
ヨ
）
」
と
い
う
批
判
を
、
社
会
工
学
の
側
か
ら
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
が
、

英
国
の
民
主
主
義
的
知
識
人
の
中
に
も
「
個
人
の
自
由
を
抑
圧
す
る
全
体
主
義
」
と
い
う
批
評
を
（
「
自
由
の
た
め
」
に
こ
そ
計
画
を
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

え
た
マ
ン
ハ
イ
ム
の
意
図
に
反
し
て
）
残
す
こ
と
に
な
る
。

　
知
識
社
会
学
問
題
論
の
平
面
に
、
学
問
の
「
分
化
性
と
総
体
性
」
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
、
ド
イ
ッ
時
代
の
知
識
社
会
学
著
作
で
は
短

く
示
唆
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
実
は
英
国
時
代
に
彼
の
英
語
で
出
版
さ
れ
た
初
め
て
の
著
作
と
な
っ
た
訳
書
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ

ー
ト
ピ
ア
』
（
一
〇
ω
①
）
に
つ
け
た
や
や
長
い
「
英
語
版
序
文
－
問
題
の
予
備
的
考
察
」
（
8
」
ふ
。
。
）
で
、
と
り
わ
け
そ
の
「
2
、
思
考

を
め
ぐ
る
状
況
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
彼
は
思
考
・
知
識
の
「
か
つ
て
の
統
一
性
（
9
0
。
巽
ぞ
⊆
三
昌
）
」
が
「
や
が
て
多
様
性
（
ω
＝
σ
ω
Φ
ρ
仁
①
旨
ヨ
三
け
旦
互
蔓
）
」

へ
と
分
化
し
、
同
じ
世
界
が
異
な
る
観
察
者
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
違
う
も
の
に
映
る
と
い
う
事
実
が
実
感
さ
れ
、
ま
た
思
考
・
知
識
の
根

源
が
社
会
や
活
動
に
あ
る
と
い
う
問
題
意
識
に
至
る
、
そ
う
い
う
歴
史
過
程
に
作
用
し
た
社
会
的
要
因
の
い
く
つ
か
と
し
て
、
た
と
え
ば

次
の
も
の
を
あ
げ
て
い
る
。
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イ
、
根
底
に
社
会
的
安
定
が
あ
り
、
そ
れ
が
世
界
観
の
内
的
統
一
を
保
証
し
て
い
た
時
代
、
あ
る
い
は
社
会
的
変
化
が
緩
慢
で
新
し
い

　
問
題
に
対
す
る
思
考
の
適
応
・
変
化
も
数
世
代
か
か
る
ほ
ど
緩
や
か
で
あ
る
の
で
、
漸
進
的
思
考
変
化
が
成
員
に
も
知
覚
さ
れ
な
い

　
時
代
、
そ
こ
か
ら
社
会
変
化
の
激
し
い
時
代
へ
の
移
行
。

口
、
そ
う
い
う
社
会
変
化
の
中
の
重
要
な
も
の
と
し
て
、
社
会
移
動
（
ω
8
芭
ヨ
o
σ
…
蔓
）
の
激
化
が
あ
る
。
国
・
地
域
の
水
平
移

　
動
だ
け
で
あ
れ
ば
「
奇
妙
な
も
の
」
と
す
ま
せ
る
が
、
こ
れ
に
社
会
階
層
間
の
激
し
い
垂
直
移
動
が
加
わ
る
と
、
静
的
社
会
に
お
け

　
る
思
考
の
一
般
的
・
恒
久
的
妥
当
性
へ
の
信
念
に
動
揺
・
懐
疑
を
も
た
ら
す
。

ハ
、
安
定
し
た
社
会
で
は
、
他
の
階
層
の
思
考
・
経
験
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
必
ず
し
も
動
揺
に
つ
な
が
ら
な
い
が
、
諸
階
層
の
間

　
の
交
流
と
社
会
移
動
が
、
階
層
間
に
世
界
に
つ
い
て
相
争
う
見
方
が
和
解
し
難
く
存
在
す
る
こ
と
を
発
見
さ
せ
る
。

二
、
と
り
わ
け
下
層
階
級
の
社
会
的
上
昇
や
、
社
会
の
全
般
的
な
民
主
化
に
よ
っ
て
、
下
層
の
思
考
・
経
験
が
公
の
世
界
で
妥
当
性
や

　
威
信
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
思
考
レ
ベ
ル
の
対
立
・
衝
突
が
顕
在
化
す
る
（
こ
の
よ
う
な
民
主
化
は
、
古
代
ア
テ

　
ナ
イ
に
、
そ
し
て
近
代
化
過
程
に
見
ら
れ
る
）
。

28

こ
う
し
た
全
般
的
な
社
会
的
要
因
と
は
別
の
重
要
な
要
因
と
し
て
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
（
「
そ
の
社
会
の
た
め
に
世
界
の
解
釈
を
提
供

す
る
こ
と
を
専
門
の
仕
事
と
し
て
い
る
社
会
集
団
」
（
置
8
δ
o
q
蜜
き
O
望
8
す
P
。
）
と
定
義
さ
れ
る
）
の
存
在
と
、
そ
の
位
置
変
動

が
指
摘
さ
れ
る
。

ホ
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
層
が
社
会
内
部
の
一
個
の
カ
ー
ス
ト
や
身
分
的
地
位
を
占
め
る
場
合
が
あ
る
（
魔
術
師
、
バ
ラ
モ
ン
僧
、
中



世
の
聖
職
者
、
な
ど
）
。
こ
の
説
教
し
、
教
育
し
、
世
界
を
解
釈
す
る
権
利
を
独
占
す
る
知
識
階
層
は
、
そ
の
思
考
様
式
を
聖
な
る

も
の
と
し
、
ま
た
人
々
の
現
実
生
活
の
諸
葛
藤
か
ら
遊
離
し
た
形
で
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　
こ
う
し
た
閉
鎖
と
独
占
と
に
対
し
て
、
近
代
に
お
け
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
は
、
不
断
に
変
貌
す
る
社
会
諸
層
か
ら
成
員
を
補
充

す
る
。
そ
こ
で
は
か
つ
て
の
独
占
的
特
権
が
否
認
さ
れ
、
公
の
世
界
の
支
持
を
求
め
て
の
知
識
人
た
ち
の
自
由
な
競
争
が
知
的
生
産

世
界
を
支
配
す
る
。

へ
、
聖
職
者
の
知
的
独
占
が
崩
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
一
つ
の
思
考
方
法
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
幻
想
と
、
そ
こ
で
人
為
的
に

維
持
さ
れ
て
き
た
統
一
的
世
界
観
と
が
崩
壊
し
た
。
近
代
と
い
う
時
代
は
、
教
会
か
ら
の
知
識
人
の
解
放
が
進
む
に
つ
れ
て
、
史
上

空
前
の
知
的
な
豊
か
さ
が
開
化
す
る
時
代
で
も
あ
っ
た
。

カール・マンハイムの社会学と教育理論

こ
う
し
た
自
由
な
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
解
放
・
登
場
は
、
一
方
で
は
、
理
性
と
知
的
活
動
の
独
立
、
自
律
性
、
専
門
分
化
を
発
展
さ
せ

る
条
件
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
知
識
人
層
の
開
放
性
を
進
め
、
諸
社
会
層
と
の
交
流
、
彼
ら
の
「
生
」
の
葛
藤
と
の
結
び

つ
き
を
そ
れ
だ
け
緊
密
に
も
し
た
た
め
に
、
先
の
「
ロ
、
ハ
、
二
」
と
い
っ
た
社
会
要
因
が
優
勢
に
な
っ
て
く
る
段
階
で
は
、
そ
の
分
化

自
身
が
相
互
独
立
．
自
律
だ
け
で
な
く
相
互
の
亀
裂
・
対
立
・
葛
藤
と
し
て
も
顕
在
化
し
、
自
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
一
の

転
回
点
で
は
、
聖
職
者
の
知
的
独
占
と
真
理
統
一
性
へ
の
疑
い
で
あ
っ
た
も
の
が
、
第
二
の
転
回
点
で
は
、
そ
の
疑
っ
た
人
間
理
性

（「

思
う
ゆ
え
に
我
在
り
」
）
そ
の
も
の
の
目
律
性
・
真
理
性
が
疑
わ
れ
る
。
そ
れ
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
・
知
識
社
会
学
が
登
場
す
る
問

題
状
況
で
あ
る
。
だ
か
ら
マ
ン
ハ
イ
ム
の
整
理
で
は
、
「
閉
鎖
・
統
一
性
」
か
ら
「
分
化
・
独
立
性
」
へ
、
そ
し
て
「
相
関
・
総
体
性
」

へ
と
、
人
類
の
思
考
・
知
識
の
性
格
と
、
そ
の
専
門
的
担
い
手
た
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
社
会
的
位
置
と
は
展
開
し
て
き
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
「
相
関
・
総
体
性
」
は
、
だ
れ
か
が
意
図
を
持
っ
て
打
ち
出
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
い
っ
た
も
の
で
は
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な
く
、
社
会
史
と
精
神
史
の
動
態
の
中
に
根
拠
を
持
っ
て
出
現
し
て
い
る
、
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
動
向
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

5
、
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
英
訳
版
序
文
で
の
知
識
の
「
形
式
性
工
意
味
性
」
と
い
う
軸

　
と
こ
ろ
で
こ
の
「
分
化
・
独
立
性
」
と
「
相
関
・
総
体
性
」
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
関
係
を
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
右
と
同
じ
英
語
版
の
序
文

の
「
3
、
近
代
に
お
け
る
認
識
論
的
観
点
、
心
理
学
的
観
点
、
社
会
学
的
観
点
の
始
原
」
で
は
、
認
識
論
・
心
理
学
・
社
会
学
の
歴
史
と
関

係
と
し
て
、
よ
り
具
体
的
に
論
じ
て
い
る
。
筆
者
が
長
い
序
文
の
こ
の
部
分
に
特
別
に
着
目
す
る
の
は
、
そ
こ
に
知
識
の
「
分
化
性
↑
↓

総
体
性
」
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
軸
に
重
ね
て
、
知
識
の
「
形
式
性
工
意
味
性
」
と
い
う
も
う
一
つ
の
軸
が
、
知
識
社
会
学
の
問
題
と
し

て
議
論
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、
「
認
識
論
は
、
近
代
へ
の
開
幕
に
つ
な
が
る
一
元
的
な
世
界
観
の
崩
壊
が
も
た
ら
し
た
最
初
の
重
要
な
哲
学

的
所
産
」
（
8
』
F
P
誌
）
で
あ
る
。
認
識
論
は
、
客
観
か
主
観
か
、
ど
ち
ら
か
両
極
に
立
脚
点
を
お
く
が
、
客
観
世
界
の
統
一
的
世

界
秩
序
が
崩
れ
去
る
近
代
で
は
、
そ
れ
は
認
識
す
る
主
観
の
側
に
そ
の
投
錨
点
を
置
い
た
。
そ
れ
が
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を

経
て
カ
ン
ト
に
至
る
フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
ド
イ
ッ
哲
学
の
合
理
主
義
の
潮
流
で
あ
り
、
ま
た
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
バ
ー
ク
レ
イ
、
ヒ
ュ

ー
ム
と
い
う
や
や
心
理
学
的
な
認
識
論
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
「
人
間
の
知
識
の
真
理
価
値
」
と
い
う
観
念
を
持
て
る
ま
で
に
開
花
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
心
理
に
つ
い
て
の
経
験
的
観
察
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
人
問
主
観
は
そ
れ
ほ
ど
安
定
し
た
出
発
点
で
は

な
い
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
心
理
研
究
か
ら
（
し
た
が
っ
て
ま
た
認
識
論
の
出
発
点
で
あ
り
、
認
識
す
る

主
体
で
も
あ
る
人
間
主
観
か
ら
）
個
人
的
な
意
味
や
価
値
を
形
成
す
る
要
素
（
罪
、
絶
望
、
孤
独
、
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
、
な
ど
）
は
不
確

か
な
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
、
「
徹
底
し
た
形
式
化
（
声
虫
8
＝
9
ヨ
巴
一
鍔
怠
8
）
」
が
進
ん
だ
。
そ
こ
で
は
、
単
純
化
さ
れ
た
二
つ
の
事

象
の
間
の
「
外
的
な
因
果
関
係
（
。
4
。
3
巴
8
仁
ω
呂
蔓
）
」
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
一
つ
の
現
象
が
全
体
に
果
た
す
役
割
と
い
う
解
釈
を
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も
た
ら
す
「
機
能
（
ど
目
怠
8
）
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
厳
密
な
観
察
の
た
め
の
こ
う
し
た
「
科
学
的

単
純
化
」
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
「
こ
の
よ
う
な
方
法
上
の
純
化
が
、
経
験
の
本
来
の
豊
か
さ
に
と
っ
て
代
わ
る
も
の
だ
と
本
当
に

考
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
科
学
に
対
す
る
あ
る
種
の
物
神
崇
拝
（
曽
蔓
8
0
房
9
雪
ま
。
h
Φ
冴
三
の
ヨ
）
に
陥
っ
て
い
る
」
（
o
P

o
F
マ
ミ
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
科
学
的
物
神
崇
拝
が
問
題
な
点
は
、
そ
れ
が
経
験
の
豊
か
な
具
体
的
内
容
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
マ
ン
ハ
イ
ム

に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
。

カール・マンハイムの社会学と教育理論

　
「
人
が
自
己
自
身
の
理
想
や
規
範
を
通
し
て
自
分
自
身
を
ど
う
理
解
す
る
の
か
、
が
問
題
に
さ
れ
な
く
な
る
」
（
8
■
葺
、
も
」
。
）

　
「
原
因
や
機
能
に
正
確
な
理
論
も
、
私
は
本
当
は
だ
れ
な
の
か
、
私
と
は
本
当
は
何
で
あ
る
の
か
、
つ
ま
り
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
い
に
は
何
も
答
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
ち
ょ
っ
と
し
た
行
為
を
行
う
に
も
必
要
な
、

自
己
目
身
と
世
界
に
つ
い
て
の
解
釈
が
、
何
ら
か
の
評
価
的
判
断
に
基
盤
を
置
く
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
理
論
か
ら
は

出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
」
（
8
る
F
P
嵩
）

　
「
こ
の
理
論
は
、
有
意
味
な
行
為
目
標
に
関
し
て
は
何
も
語
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
の
目
標
と
の
関
連
で
行
為
の
構
成
要
素
を
解
釈

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
（
o
つ
o
F
P
ミ
）

　
「
こ
う
し
た
分
析
手
続
き
が
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
た
頃
は
、
活
動
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
目
的
や
目
標
が
ま
だ
存
命
中
だ
っ
た
。

…
－
だ
か
ら
、
社
会
が
分
析
さ
れ
た
の
も
、
社
会
生
活
の
姿
を
も
っ
と
正
し
い
も
の
に
し
、
も
っ
と
神
に
隷
す
る
も
の
に
せ
ん
が
た
め

で
あ
っ
た
。
…
・
：
と
こ
ろ
が
、
人
々
が
分
析
の
面
で
進
歩
を
す
る
ほ
ど
、
そ
の
目
標
は
彼
ら
の
視
界
か
ら
姿
を
消
し
、
今
日
の
研
究
者

は
、
二
ー
チ
ェ
の
よ
う
に
『
な
ぜ
こ
れ
を
始
め
た
の
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
』
と
言
う
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
」
（
o
P
皇
，
も
や
ミ
ー
一
〇
。
）
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こ
う
し
て
、
確
実
に
観
察
・
分
析
可
能
な
も
の
だ
け
を
取
り
扱
う
立
場
に
対
す
る
内
在
的
な
批
判
点
を
提
出
し
た
上
で
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が

知
識
社
会
学
者
ら
し
く
も
う
一
歩
進
め
て
い
る
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
な
分
野
．
心
理
的
な
分
野
で
は
、
と
に
か
く

有
意
味
な
目
標
が
な
け
れ
ば
我
々
は
何
ご
と
も
な
し
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
方
法
的
に
純
化
さ
れ
た
因
果
論
．
機
能
論
を
と
る
場
合
で

さ
え
、
じ
つ
は
そ
れ
が
依
拠
す
る
存
在
論
の
中
に
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
集
団
が
世
界
や

事
物
を
見
つ
め
る
場
合
、
そ
れ
と
同
じ
見
つ
め
方
で
見
つ
め
る
場
合
に
、
そ
の
集
団
に
所
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
概
念
で
あ
れ
、
意
味

で
あ
れ
、
そ
れ
ら
は
あ
る
集
団
が
持
つ
諸
経
験
の
結
晶
化
を
含
ん
で
い
る
。
近
代
と
い
う
特
有
の
時
期
の
科
学
的
分
析
者
集
団
の
特
別
の

社
会
的
位
置
が
、
存
在
論
的
な
意
味
付
け
か
ら
し
て
、
分
化
・
原
子
化
の
方
向
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
分
析
の
信
念
に
亀
裂
を
も
た
ら

す
よ
う
な
「
共
通
の
意
味
追
究
」
「
全
体
的
構
造
関
連
追
究
」
を
す
べ
て
否
定
す
る
よ
う
な
範
疇
．
枠
組
み
で
懸
命
に
思
考
を
試
み
て
い

る
集
団
の
活
動
と
そ
の
歴
史
的
・
社
会
的
特
異
性
が
、
純
化
し
た
方
法
に
背
後
か
ら
意
味
付
け
の
作
用
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
一
連
の
論
理
展
開
に
お
い
て
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
集
団
と
個
人
に
世
界
と
自
己
を
解
釈
す
る
「
状
況
規
定
」
と
物
語
が
必
要

な
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
れ
が
意
味
の
源
に
な
り
、
個
人
と
集
団
に
「
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
題
の
意
味
付
け
を
（
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ロ

の
死
後
に
普
及
し
た
用
語
で
言
え
ば
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
を
）
与
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
形
式
化
し
た
思
考
と
知
識
が
、
心
理
・
社
会
分
野
の
専
門
分
化
し
た
科
学
的
研
究
か
ら
「
意
味
性
」
を
方
法
的
に
排
除
す

る
態
度
を
推
し
進
め
た
こ
と
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
分
化
・
原
子
化
・
形
式
化
の
方
向
の
背
後
に
も
、
歴
史
的
社
会
的
な
存
在
基
盤
の
特

有
な
あ
り
方
と
の
結
び
付
き
、
そ
こ
か
ら
の
意
味
付
与
が
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
、
知
識
社
会
学
の
問
題
平
面

と
寄
与
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
合
理
論
、
経
験
論
の
哲
学
伝
統
が
強
く
、
心
理
学
的
社
会
学
や
行
動

主
義
が
普
及
す
る
英
国
・
米
国
の
読
者
に
対
し
て
、
文
化
社
会
学
の
伝
統
に
立
つ
知
識
社
会
学
の
書
物
の
英
訳
を
送
り
出
す
に
当
た
っ
て
、
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マ
ン
ハ
イ
ム
が
行
っ
た
批
判
的
対
話
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

6
　、

学
校
知
識
の
魅
力
喪
失
と
知
識
社
会
学
問
題
平
面
の
二
軸
か
ら
の
示
唆

カール・マンハイムの社会学と教育理論

　
本
論
文
の
「
二
の
ー
」
で
、
日
本
に
お
け
る
「
学
校
知
識
の
魅
力
喪
失
」
状
況
の
深
刻
さ
、
そ
の
「
形
骸
化
、
苦
役
化
、
離
脱
化
」
傾

向
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
、
知
識
の
「
分
化
性
と
総
体
性
」
「
形
式
性
と
意
味
性
」
と
い
う
二
つ
の
対
立
軸
が
、

学
校
知
識
問
題
に
も
貫
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
考
え
て
み
た
い
。

　
こ
う
し
た
「
魅
力
喪
失
」
「
形
骸
化
・
苦
役
化
・
離
脱
化
」
に
つ
い
て
は
、
以
前
か
ら
（
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
）
「
テ
ス
ト
、
受
験
、

競
争
、
序
列
」
と
い
っ
た
「
競
争
の
教
育
」
の
深
化
が
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
分
析
さ
れ
た
し
（
前
注
（
1
2
）
を
参
照
）
、
私
目
身
も
そ

　
　
　
　
ハ
ル
ロ

う
考
え
て
い
た
。
そ
れ
と
は
別
に
「
学
校
知
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
分
析
、
批
判
、
実
践
も
八
O
・
九
〇
年
代
に
現
れ
た
。
こ
の
「
学

校
知
」
は
「
学
校
知
識
（
の
9
8
≡
8
旦
Φ
畠
Φ
）
」
と
同
義
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
語
の
日
本
で
の
実
際
の
使
用
を
見
る
と
、
そ
れ

は
、
知
識
が
学
校
制
度
に
取
り
入
れ
ら
れ
そ
の
文
脈
に
置
か
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
特
有
の
「
歪
ん
だ
」
性
格
を
持
つ
に
至
る
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
レ

「
学
校
的
歪
み
」
を
分
析
・
批
判
な
い
し
告
発
す
る
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
例
外
も
あ
る
が
）
。

そ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
「
性
格
」
を
、
学
校
知
識
は
そ
の
一
面
と
し
て
持
っ
て
い
る
と
思
う
（
や
や
戯
画
的
に
描
か
れ
て

い
る
場
合
も
あ
る
が
）
。

　
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
注
目
す
る
点
は
、
そ
う
し
た
「
競
争
の
教
育
の
作
用
」
や
「
知
識
の
学
校
制
度
文
脈
化
」
に
よ
っ
て
「
本
来
の
性
格

を
歪
め
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
「
知
識
」
自
身
の
側
に
、
も
と
も
と
マ
ン
ハ
イ
ム
の
言
う
「
分
化
性
と
総
体
性
」
・
「
形
式
性
と
意
味
性
」
と

い
っ
た
問
題
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
三
の
問
題
が
、
第
｝
、
第
二
の
問
題
を
条
件

づ
け
、
そ
れ
に
絡
み
合
う
形
で
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
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た
と
え
ば
、
学
校
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
つ
の
重
要
類
型
に
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
型
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
今
日
の
日
本
で
、
こ
の
型
の
学
校

知
識
編
成
が
魅
力
を
失
っ
て
大
幅
な
学
校
知
識
離
れ
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
「
改
革
」
方
向
と
し
て
、
「
生
活
課
題
型
」
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
の
部
分
的
導
入
（
現
在
実
施
中
の
小
学
校
低
学
年
「
生
活
科
」
、
そ
し
て
今
次
教
課
審
で
出
さ
れ
て
い
る
「
総
合
的
な
学
習

の
時
間
」
な
ど
）
が
は
か
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
、
そ
の
当
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
型
」
は
一
つ
ひ
と
つ
の
教
科
の
独

立
と
そ
の
教
科
の
学
問
系
統
と
を
重
視
す
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
学
校
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
B
．
バ
ー
ン

ス
テ
ィ
ン
も
言
う
よ
う
に
、
そ
の
背
後
に
あ
る
個
別
学
問
の
分
化
性
・
独
立
性
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
そ
の
意
味
で
、
バ
ー
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

テ
ィ
ン
は
そ
れ
を
「
個
別
学
型
（
ω
ぎ
撃
一
貰
、
単
体
型
）
」
と
名
付
け
て
い
る
）
。
だ
と
す
れ
ば
、
魅
力
が
下
が
っ
て
形
骸
化
．
苦
役
化
．

離
脱
化
を
起
こ
し
て
い
る
の
は
、
「
競
争
化
・
学
校
化
さ
れ
た
知
識
」
以
前
に
、
個
別
学
（
巴
黄
三
巽
、
単
体
）
と
し
て
生
産
さ
れ
た
知

識
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
専
門
分
化
・
独
立
の
形
で
生
産
さ
れ
て
き
た
学
問
知
識
は
、
大
き
な
成
果
を
上
げ
、
人
類
の
近
代

的
進
歩
に
寄
与
し
、
か
つ
巨
大
な
財
産
と
な
っ
て
き
た
（
そ
れ
は
マ
ン
ハ
イ
ム
も
評
価
し
て
い
る
）
が
、
そ
の
伝
達
．
教
授
は
学
び
生
き

る
人
間
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
「
意
味
付
与
」
（
こ
こ
で
は
マ
ン
ハ
イ
ム
知
識
社
会
学
の
言
う
、
「
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
、
こ
の
世
界
は
何

で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
の
解
釈
に
寄
与
す
る
」
の
意
）
を
な
し
て
き
た
か
、
ま
た
現
在
な
し
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
そ
の
点
で
の
「
知

識
の
形
式
化
と
意
味
喪
失
」
は
、
専
門
分
化
・
独
立
型
の
学
問
自
律
と
、
そ
こ
で
の
知
識
産
出
に
元
来
重
な
っ
て
い
た
問
題
で
は
な
か
っ

た
の
か
。

　
し
か
し
、
マ
ン
ハ
イ
ム
も
言
う
よ
う
に
、
社
会
的
・
心
理
的
分
野
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
、
「
意
味
性
」
な
く
し
て
は
行
わ
れ
得
な
い
。

専
門
分
化
・
独
立
型
の
学
問
生
産
が
、
す
で
に
隠
さ
れ
た
意
味
を
担
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
（
前
項
参
照
）
、
そ
れ
が
学
校
知
識
に
編
成
さ

れ
表
現
さ
れ
た
も
の
を
学
ぶ
者
た
ち
に
と
っ
て
も
、
そ
こ
に
「
隠
さ
れ
た
意
味
」
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
学
問
の
分

化
・
独
立
と
、
そ
れ
を
表
現
し
た
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
型
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
と
い
う
点
で
言
え
ば
、
ず
っ
と
前
か
ら
中
等
．
山
口
同
等
教
育
に
お
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い
て
一
般
的
で
あ
っ
た
わ
け
だ
し
、
知
識
の
「
学
校
化
」
も
近
代
学
校
登
場
以
来
の
要
因
で
あ
っ
て
、
最
近
三
〇
年
間
く
ら
い
の
間
に
急

速
に
深
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
「
魅
力
喪
失
」
「
形
骸
化
・
苦
役
化
・
離
脱
化
」
の
原
因
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
り
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
こ
で
、
意
味
の
付
与
と
喪
失
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
、
学
校
知
識
に
編
成
さ
れ
た
学
問
知
識
が
持
っ
た
「
魅
力
」
と
「
意
味
」

が
顕
在
的
と
潜
在
的
と
の
両
面
で
か
つ
て
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
「
学
校
知
識

の
社
会
学
」
の
追
究
テ
ー
マ
と
な
る
。
日
本
の
「
学
校
知
識
の
社
会
学
」
で
は
、
そ
れ
が
編
成
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
の
「
階
級
的
偏
り
」

と
「
学
校
文
脈
的
偏
り
」
が
主
要
に
問
題
に
さ
れ
て
き
た
の
で
、
日
本
の
教
育
界
で
ず
っ
と
争
点
だ
っ
た
「
系
統
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
生
活

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
問
題
に
社
会
学
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
が
で
き
て
な
か
っ
た
と
思
う
。
右
に
述
べ
て
き
た
「
意
味
付
与
を
め
ぐ
る
関
係
変

化
」
の
視
点
は
、
そ
の
点
で
学
校
知
識
社
会
学
の
一
つ
の
方
向
（
内
在
と
外
在
と
を
つ
な
ぐ
方
向
）
を
開
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
こ
こ
は
、
学
校
知
識
社
会
学
自
身
を
展
開
す
る
場
で
は
な
い
が
、
こ
の
テ
ー
マ
は
、
今
日
の
生
徒
・
学
生
に
と
っ
て
偏
差
値
・
学
歴
は

意
味
が
あ
っ
て
も
、
そ
こ
で
学
ぶ
教
科
・
学
問
は
ほ
と
ん
ど
意
味
喪
失
し
て
い
る
、
む
し
ろ
偏
差
値
・
学
歴
に
よ
っ
て
や
っ
と
支
え
ら
れ
、

そ
れ
（
偏
差
値
．
学
歴
）
も
意
味
を
減
じ
た
層
で
は
大
幅
な
離
脱
が
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
対
し
て
、
長
野
県
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

し
た
四
〇
年
前
、
五
〇
、
六
〇
、
七
〇
年
前
の
学
校
生
徒
た
ち
に
、
学
問
へ
の
「
熱
い
」
志
向
が
広
く
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
対
比
の
中

に
、
個
別
学
問
知
識
と
そ
の
学
校
知
識
へ
の
編
成
が
、
学
歴
と
は
相
対
的
に
独
自
に
も
か
つ
て
持
っ
て
い
た
顕
在
・
潜
在
の
意
味
付
与
作

用
の
存
在
、
そ
し
て
こ
の
数
十
年
間
に
お
け
る
そ
の
変
化
、
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
日
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
ア
カ

デ
、
、
、
ッ
ク
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
言
う
よ
う
に
「
生
き
る
意
味
」
や
「
現
実
へ
の
関
心
」
を
中
性
化
・
帳
消
し
（
器
葺
『
巴
－

一
、
Φ
）
す
る
よ
う
な
「
抑
圧
的
意
味
作
用
」
を
本
当
に
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
か
つ
て
は
い
か
な
る
歴
史

的
．
社
会
的
条
件
が
「
抑
圧
」
だ
け
で
は
な
い
「
魅
力
あ
る
意
味
作
用
」
を
可
能
に
し
た
の
か
（
そ
こ
に
は
、
知
識
社
会
的
編
制
、
そ
の

中
で
の
学
校
知
識
の
位
置
、
学
問
研
究
の
内
在
的
・
社
会
的
性
格
、
な
ど
の
問
題
が
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
が
）
、
こ
う
し
た
一
連
の
点
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が
確
か
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
の
こ
と
は
、
い
っ
た
い
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（
そ
う
い
う
形
で
の
学
校
知
識
編
成
）
の
役
割
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の

か
・
二
一
世
紀
の
新
し
い
学
校
知
識
編
制
原
理
と
し
て
何
が
立
ち
得
る
の
か
、
を
原
理
的
か
つ
実
効
的
に
考
え
る
上
で
の
重
要
な
材
料
に

な
る
だ
ろ
う
。

　
マ
ン
ハ
イ
ム
知
識
社
会
学
が
、
知
識
の
生
産
・
伝
達
・
消
費
の
社
会
性
が
人
間
に
と
っ
て
持
つ
意
味
を
論
じ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
学
校

知
識
社
会
学
の
右
の
よ
う
な
追
究
に
も
、
重
要
な
ヒ
ン
ト
と
視
角
お
よ
び
い
く
つ
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
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三
節
、
マ
ン
ハ
イ
ム
世
代
論
の
射
程

1
、
社
会
の
急
激
な
変
化
と
世
代
問
題

　
「
世
代
（
鴨
p
R
慧
8
）
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
「
子
ど
も
世
代
」
「
青
年
世
代
」
「
壮
年
世
代
」
コ
ロ
同
齢
者
世
代
」
と
い
っ
た
言
い
方

も
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
の
生
涯
を
年
齢
で
区
切
っ
た
も
の
で
、
そ
こ
で
は
同
一
人
が
年
齢
と
と
も
に
、
順
次
そ
の
「
世
代
」
を
移
っ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。
本
節
で
「
世
代
（
鴨
器
声
ぎ
⇒
）
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
そ
の
こ
と
で
は
な
く
、
国
語
辞
典
に
「
生
年
．
成
長
時
期
が

ほ
ぼ
同
じ
で
、
考
え
方
や
生
活
様
式
の
共
通
し
た
者
同
士
、
お
よ
び
そ
の
年
代
の
区
切
り
」
と
あ
り
、
用
例
と
し
て
「
世
代
の
差
」
「
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

後
世
代
」
が
あ
が
っ
て
い
る
、
そ
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
考
え
方
や
生
活
様
式
」
が
ど
の
程
度
に
「
共
通
」
で
、
他
の
そ
れ
と
の
間
に
「
世
代
の
差
」
を
感
じ
る
ほ
ど
で
あ
る
か
、
そ
れ
に
つ

い
て
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
と
思
う
が
、
こ
の
こ
と
は
近
年
の
日
本
の
社
会
と
学
校
に
お
い
て
特
別
に
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
と



カール・マンハイムの社会学と教育理論

図2　規範意識の世代間比較（中学生とその父母）

く質問＞　あなたは、つぎの（1）一（6〉のようなことは、どのくらい悪いことだと思いますか。
　　　　「1、ぜんぜん悪くない　2、あまり悪くない　3、少し悪い　4、かなり悪い」の4段階で、
　　　それぞれの項1．1について回答の番号のどれかに○をしてください。

〈項 目〉

ぜんぜん　あまり　　少し
悪くない　　悪くない　悪い

かなり

悪い
ぜんぜん　あまり　　少し　　かなり
悪くない　　悪くない　悪い　　悪、い

0　　　10　　20　　30　　40　　50　　60　　70　　80
　　　　　　　　　　　　　　　　％
　　1　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　3 1 2％　3

10　20　30

4

（1〉自転車に二人乗りをする

（2）塾の帰りの夜遅く，コンビニやファースト

　フードの店で集まっておしゃべりする

（3）鍵をかけずに道に放概してある自転車

　に、る
（4）授業がつまらないとき、マンガを読んだ

　り授業以外のことをする
（5）学校にトランプや電子ゲームなどを持っ

　てきて、休み時間や放課後に遊ぶ
（6）下校時に雨が降っていたので、傘たて

　の他人の　をさして帰る

40．2 　　　00751

29、2
613

07

6
．

　　9，9 中

0
．
0

9
．
6

　　　252
23．2

46，4

学
生

5 101 00

14．5

86

。・

．5

　18．7

）父
母
（

07

図3　世代間ギャップの生徒・親における意識（比較）

（質問）

　あなたは生活の中で、耗大人との間に「世代がちがう」　「考え方がちがうjというギャソブ（ずれ）

を感じることがありますか。次の中からそう感じることがらをいくつでも選んで○をして下さい

O　　　　lO　　　20　　　30　　　40　　　50　　60％

1澱の好みで　　購騰
2、音楽の好みで

3、礼儀作法で

4、言葉使いで

5、お金の使い方で

6、男の子と女の子とのつきあい方で

7、何が「してはいけない悪いこと」かで

8、何が「してはいけない遊び」かで

　声
、大人から「がまんしなさい　と言われた甲とで

10、狭人から「やるきがない」と三，われたことで

11、その他（　　　　　　　　　　　　　　〉

12．、人とギャップを感じることは特にない

※親に対する質問では、質問文「子どもとの聞に」／9「子どものがまんのなさで」／10「子ど

　ものやる気のなさで」／12「子どもとのギャノプ」とそれぞれ表現が変っている
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思
う
。
た
と
え
ば
図
2
は
、
前
注
（
1
0
）
と
同
じ
調
査
で
、
中
学
生
と
そ
の
親
と
の
規
範
意
識
の
比
較
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
回
答
者
の

一
人
ひ
と
り
は
、
二
つ
の
世
代
で
ペ
ア
を
な
し
て
（
親
の
方
が
回
収
率
が
低
い
が
）
同
じ
家
族
内
に
生
活
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
の
だ
が
、

子
ど
も
た
ち
に
お
け
る
規
範
意
識
の
緩
み
、
そ
の
親
た
ち
と
の
差
は
こ
う
し
た
ち
ょ
っ
と
し
た
項
目
に
関
し
て
も
歴
然
で
あ
る
。
図
3
は

そ
の
両
方
に
「
世
代
の
差
」
の
実
感
を
直
接
に
た
ず
ね
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
服
装
」
「
音
楽
」
「
言
葉
使
い
」
の
3
項
目
に
つ
い

て
は
、
「
世
代
の
差
」
の
自
覚
の
表
明
が
ど
ち
ら
か
の
層
で
半
数
を
越
え
て
お
り
、
4
割
、
3
割
台
ま
で
入
れ
る
と
ほ
と
ん
ど
の
項
目
が

そ
れ
に
当
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
図
の
下
段
で
「
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
る
こ
と
は
特
に
な
い
」
の
回
答
が
一
二
～
一
三
％
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
全
体
を
通
し
て
子
ど
も
で
も
親
で
も
八
七
～
八
八
％
が
何
ら
か
の
「
世
代
の
ギ
ャ
ッ
プ
」
を
感
じ
る
と
表
明
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
が
じ
っ
さ
い
に
ど
の
く
ら
い
大
き
な
差
・
ギ
ャ
ッ
プ
を
表
現
し
て
い
る
の
か
、
好
都
合
の
比
較
デ
ー
タ
が
な
い
の
で
断
言
は
で

き
な
い
が
、
多
く
の
人
達
が
「
世
代
そ
の
も
の
」
お
よ
び
「
世
代
間
の
差
」
を
意
識
し
て
い
る
状
況
の
一
端
は
示
し
て
い
る
と
思
う
。

　
日
本
の
場
合
、
社
会
変
動
が
急
激
で
あ
っ
た
の
で
、
と
り
わ
け
世
代
の
差
が
大
き
く
、
ま
た
顕
在
化
す
る
傾
向
が
あ
る
と
思
う
。
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

て
、
教
育
と
い
う
営
み
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
「
若
い
世
代
の
方
法
的
社
会
化
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
前
の
世
代
が
若
い
世

代
を
育
て
る
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
働
き
で
あ
る
か
ら
、
一
般
的
に
年
齢
の
異
な
る
人
問
相
互
の
交
流
が
そ
こ
に
あ
る
だ
け

で
は
な
く
、
ま
さ
に
右
で
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
の
歴
史
の
そ
の
時
々
で
具
体
的
な
「
世
代
の
差
（
ギ
ャ
ッ
プ
）
」
が
（
そ
れ
が
大
き
い

場
合
も
、
小
さ
い
場
合
も
）
そ
こ
に
重
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
前
節
で
述
べ
た
「
学
校
知
識
の
魅
力
喪
失
」
と
な
ら
ん
で
、
現
代

日
本
の
学
校
教
育
の
困
難
に
か
か
わ
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
こ
で
は
、
子
ど
も
．
青

E
－
）
一
丁
力
”
乙
三
茂
、
薩
、
　
く
＼
門
“
二
）
5
丘
へ
石
⊃
N
（
ま
こ
よ
日
＝
翠
、
、
心
”
匪
－
、
　
、
可
を
呂
ラ
」
＝
、
5
）
ハ
玉
」
降
　
，
．
玉
、
ノ
　
「
男
工
目
一
二
h
N
ウ
、
＃
〕

杢
σ
ノ
f
重
　
歪
一
謡
ズ
　
フ
ノ
「
3
2
。
孝
自
へ
5
丑
轟
‘
翌
角
ズ
実
し
し
〆
栴
そ
孝
，
ズ
「
し
．
z
，
σ
ズ
う
ズ
ρ
ナ
、
し
＼
一
降
是
」
～
即
’
を
　
・
．
エ

に
、
子
ど
も
た
ち
の
目
か
ら
は
教
師
と
い
う
存
在
が
ど
こ
と
な
く
ピ
エ
ロ
化
す
る
、
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
世
代
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

の
文
化
伝
達
を
め
ぐ
る
「
教
育
的
関
係
」
の
成
立
そ
の
も
の
に
重
大
な
困
難
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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世
代
の
問
題
は
、
「
大
人
－
子
ど
も
」
関
係
、
「
親
ー
子
」
関
係
、
「
教
師
－
生
徒
」
関
係
と
い
っ
た
ご
く
日
常
的
な
諸
関
係
に

重
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
取
り
出
さ
れ
て
考
察
・
分
析
対
象
に
な
る
こ
と
が
少
な
い
が
、
じ
つ
は
現
代
社
会
と
現
代
教

育
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
追
究
課
題
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

カール・マンハイムの社会学と教育理論

2
　、

世
代
現
象
へ
の
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
る
社
会
学
的
接
近

　
社
会
学
の
世
代
論
と
し
て
、
K
・
マ
ン
ハ
イ
ム
の
論
文
「
世
代
の
問
題
（
U
霧
ギ
o
巨
Φ
ヨ
α
R
O
雪
①
β
一
δ
3
P
一
露
o
o
）
」
は
、
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

と
も
優
れ
た
古
典
的
労
作
で
あ
る
と
と
も
に
、
今
日
な
お
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
議
論
と
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、

こ
の
「
世
代
現
象
（
O
Φ
需
惹
ぎ
霧
段
ω
9
色
ε
お
）
」
と
い
う
も
の
に
対
す
る
着
目
の
歴
史
、
そ
れ
ま
で
の
世
代
研
究
の
い
く
つ
か
を

批
判
的
に
検
討
し
た
上
で
、
自
ら
の
「
世
代
の
社
会
学
」
を
進
め
る
出
発
点
と
し
て
「
世
代
現
象
の
領
域
に
見
ら
れ
る
基
本
的
事
実
」
を

上
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
一
つ
の
世
代
が
永
久
に
生
き
続
け
て
、
別
の
世
代
に
よ
っ
て
交
替
さ
れ
な
い
と
し
た
ら
、
人
間
の
社
会
生
活
が

ど
う
な
る
か
」
の
思
考
実
験
と
対
比
し
た
場
合
の
、
現
実
の
社
会
の
特
徴
と
い
う
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
5
点
と
は
、

　　　　一edcba、、、、、
新
し
い
文
化
の
担
い
手
が
、
絶
え
ず
新
た
に
参
加
し
て
く
る
こ
と
。

文
化
の
古
い
担
い
手
が
絶
え
ず
退
場
す
る
こ
と
。

　
ホ各

世
代
連
関
の
成
員
は
、
歴
史
過
程
の
時
間
的
に
限
定
さ
れ
た
断
片
に
参
加
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
。

し
た
が
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
文
化
財
を
絶
え
ず
伝
達
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

世
代
か
ら
世
代
へ
の
推
移
は
連
続
し
た
過
程
で
あ
る
こ
と
。
」
（
毛
誘
雪
器
9
δ
δ
ひ
q
貫
ψ
㎝
8
）

（
＊
「
世
代
連
関
」
の
意
味
は
、
あ
と
で
他
の
概
念
と
と
も
に
考
え
る
が
、
こ
こ
で
は
「
世
代
」
の
こ
と
と
考
え
て
お
い
て
差
支
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え
な
い
1
引
用
者
。
）

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
世
代
現
象
と
し
て
注
目
し
て
い
る
の
は
、

イ
ム
論
文
か
ら
の
筆
者
の
要
約
。
「
1
」
以
下
は
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
筆
者
の
コ
メ
ン
ト
）
。

以
下
の
諸
点
で
あ
る
（
次
の
各
項
は
、
マ
ン
ハ

　
①
、
文
化
の
創
造
と
蓄
積
が
、
同
じ
個
人
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
ず
、
そ
こ
に
絶
え
ず
「
新
し
い
年
齢
集
団
（
器
器
富
ぼ
σ
q
き
鴨
）
」

が
担
い
手
と
し
て
出
現
す
る
。
だ
か
ら
そ
こ
に
は
文
化
に
つ
い
て
の
「
新
た
な
接
触
（
9
⊆
窪
N
轟
き
閃
）
」
が
生
じ
る
。
新
た
な
文
化

接
触
は
、
社
会
関
係
変
化
や
社
会
移
動
に
よ
っ
て
も
生
じ
る
が
、
世
代
現
象
は
、
生
物
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
必
然
的
な
そ
し
て
よ
り

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
「
新
た
な
接
触
」
で
あ
る
。
大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
接
触
に
お
い
て
対
象
で
あ
る
蓄
積
文
化
に
対
し
て
、
新
た
な
距
離
が

取
ら
れ
新
た
な
評
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
担
い
手
の
新
参
入
に
よ
っ
て
、
文
化
的
所
産
の
い
く
ら
か
は
喪
失
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
、

新
た
な
選
択
と
再
評
価
、
不
要
な
も
の
の
忘
却
と
新
し
い
文
化
要
求
、
そ
れ
ら
を
通
し
た
文
化
発
展
も
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
1
こ
の
点
は
、
文
化
の
伝
達
が
単
な
る
伝
達
に
終
わ
ら
ず
、
新
た
な
創
造
と
発
展
へ
と
つ
な
が
り
、
歴
史
が
作
ら
れ
て
い
く
世
代

　
　
論
的
必
然
性
を
示
し
て
い
て
興
味
深
い
。

　
②
、
古
い
担
い
手
の
退
場
も
ま
た
同
様
に
重
要
で
あ
る
。
す
で
に
出
来
上
が
っ
た
文
化
・
知
識
の
所
有
・
習
得
の
仕
方
．
枠
組
み
は
、

そ
の
所
有
者
た
ち
に
お
け
る
新
し
い
獲
得
を
抑
制
す
る
危
険
が
あ
る
。
青
年
が
経
験
が
乏
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
重
荷
の
軽

濾
を
も
意
味
す
る
。
経
験
獲
得
の
既
存
の
枠
紅
み
と
秩
序
に
対
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
担
い
手
が
退
場
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
担
い
手
に
よ

る
既
存
秩
序
に
対
抗
し
た
経
験
形
成
力
の
発
揮
が
可
能
と
な
る
。
だ
か
ら
過
去
の
経
験
は
不
滅
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
過
去
が
現
在
に
編

み
込
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
｝
つ
は
人
々
を
方
向
づ
け
る
モ
デ
ル
（
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
な
ど
）
と
し
て
、
も
う
一
つ
は
道
具
．
機
械
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な
ど
の
物
財
や
あ
る
経
験
の
型
（
「
感
傷
性
」
な
ど
）
の
中
に
圧
縮
さ
れ
た
形
で
含
意
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ー
退
場
は
加
齢
の
必
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
喪
失
と
と
も
に
創
造
・
変
革
を
も
条
件
付
け
て
い
る
。

　
③
、
類
似
し
た
状
態
（
＜
R
≦
き
象
讐
［
甜
。
ε
轟
）
と
い
う
も
の
が
こ
の
社
会
に
あ
る
。
社
会
内
の
一
定
諸
個
人
に
見
ら
れ
る
運
命

的
に
共
通
の
位
置
の
こ
と
で
、
そ
れ
が
経
験
の
可
能
性
を
一
定
範
囲
に
限
定
し
、
特
定
の
経
験
や
思
考
の
型
と
の
結
び
付
き
を
強
め
る
働

き
を
す
る
。
階
級
が
持
つ
経
済
的
・
権
力
的
構
造
に
お
け
る
共
通
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
「
階
級
状
態
」
と
す
れ
ば
、
世
代
の
そ
れ
は
「
世
代

状
態
（
O
①
器
冨
ぎ
霧
一
品
Φ
≡
お
）
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
世
代
が
な
ぜ
類
似
の
状
態
を
共
通
に
持
つ
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
経

験
の
層
化
（
卑
一
3
三
の
の
〇
三
9
ε
轟
）
」
と
い
う
現
象
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
印
象
や
初
期
体
験
が
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
一
つ
の

「
目
然
状
態
」
と
な
っ
て
、
そ
れ
よ
り
後
の
経
験
は
（
そ
れ
が
前
の
経
験
の
確
証
に
な
る
か
、
補
強
に
な
る
か
、
否
定
に
な
る
か
に
か
か

わ
ら
ず
）
原
初
経
験
群
に
照
ら
し
た
意
味
を
受
け
取
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
世
代
は
お
よ
そ
共
通
の
時
期
に
出
生
し
、
成
長
過
程
で
同
じ

よ
う
な
事
件
や
生
活
内
容
を
体
験
し
、
そ
の
重
な
り
と
し
て
の
経
験
層
化
を
も
っ
て
ま
た
次
の
時
期
の
事
件
・
生
活
内
容
を
体
験
し
て
い

く
の
で
、
歴
史
の
流
れ
の
中
で
類
似
し
た
状
態
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
異
な
る
世
代
は
、
た
と
え
同
じ
時
代
を
生
き
て
い
て
も
、

異
な
る
体
験
層
化
を
も
っ
て
そ
の
時
代
を
経
験
す
る
の
で
、
同
じ
世
代
状
態
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

　
　
ー
初
期
体
験
が
「
自
然
状
態
」
と
な
る
こ
と
は
、
筆
者
も
行
っ
た
教
師
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
「
最
初
の
赴
任
校
」
が
学
校
職
場
イ
メ

　
　
ー
ジ
形
成
に
と
っ
て
決
定
的
な
こ
と
を
知
っ
て
、
了
解
さ
れ
た
。
ま
た
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
今
日
を
生
き
て
い
て
も
、
高
度
経
済

　
　
成
長
以
前
に
育
っ
た
世
代
と
、
「
豊
か
な
社
会
」
で
育
っ
た
世
代
と
で
は
、
同
じ
今
日
を
別
様
に
体
験
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、

　
　
納
得
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
④
、
あ
る
世
代
は
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
対
立
が
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
の
対
立
に
お
い
て
、
何
が
重
要
な
対
立
軸
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
こ
に
「
両
極
的
体
験
の
自
己
転
換
（
ω
凶
0
7
＜
Φ
お
〇
三
3
窪
号
ω
ぎ
『
吋
豊
魯
三
器
霧
）
」
と
い
う
も
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の
が
あ
る
。
連
な
っ
て
い
る
二
つ
の
世
代
は
、
そ
の
相
互
に
お
い
て
も
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
で
も
対
立
し
争
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
際
に
前
の
世
代
に
と
っ
て
は
あ
る
対
立
軸
が
重
要
で
あ
る
が
、
続
く
世
代
で
は
そ
う
い
う
対
立
は
空
し
く
、
別
の
争
点
の
方
が
重
要

に
な
る
。
そ
こ
で
そ
う
し
た
対
立
軸
と
そ
れ
に
結
び
付
い
た
感
情
・
意
欲
・
思
考
範
疇
と
が
、
世
代
を
通
し
て
転
換
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

　
　
ー
我
々
の
感
情
・
意
欲
・
思
考
範
疇
は
、
世
代
に
よ
っ
て
一
枚
岩
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
こ
に
「
何
を
重
要
な
対
立
と
し
て
体
験

　
　
す
る
の
か
」
と
い
う
軸
が
あ
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
主
要
な
対
立
も
あ
る
。
類
似
の
世
代
状
態
ゆ
え
の
共
通
の
軸
が
、
次
の
世
代
で

　
　
は
転
回
し
て
い
く
と
い
う
観
察
は
、
戦
後
日
本
で
教
育
研
究
に
携
わ
る
諸
世
代
間
の
違
い
を
考
え
て
も
実
感
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
⑤
、
文
化
の
伝
達
に
は
、
存
在
す
る
生
活
様
式
（
そ
こ
に
含
ま
れ
る
も
の
の
考
え
方
、
感
じ
方
、
態
度
）
の
中
に
若
い
世
代
が
適
応
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
意
図
せ
ず
に
な
さ
れ
る
も
の
と
、
意
識
的
な
教
育
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
と
が
あ
る
。
年
少
時
に
は
、
そ
の
両
方
を

あ
ま
り
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
る
も
の
だ
が
、
一
〇
代
後
半
に
な
る
と
主
体
の
中
に
反
省
化
が
生
じ
、
「
現
在
」
が
目
覚
さ
れ
る
。
そ
こ
で

教
育
は
あ
る
困
難
を
迎
え
る
。
教
師
は
生
徒
に
と
っ
て
、
意
識
一
般
の
代
表
者
で
は
な
く
、
そ
の
間
に
は
、
生
活
態
度
の
一
つ
の
中
心
と

そ
れ
に
続
く
別
の
中
心
と
の
関
係
が
あ
る
。
そ
の
対
立
・
緊
張
は
、
「
教
師
が
生
徒
を
教
育
す
る
だ
け
で
な
く
、
生
徒
も
教
師
を
教
育
す

る
」
と
い
う
要
素
が
な
い
限
り
、
緩
和
・
止
揚
さ
れ
る
こ
と
が
難
し
い
。
世
代
間
は
こ
の
よ
う
に
、
一
方
向
的
で
な
く
絶
え
ず
相
互
に
作

用
し
合
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
1
青
年
に
ど
う
し
て
大
人
た
ち
へ
の
反
発
・
反
抗
が
広
く
存
在
す
る
か
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
一
七
歳
前

　
　
後
と
し
て
い
る
人
間
の
「
反
省
・
目
覚
・
現
在
化
」
の
年
齢
時
期
は
、
今
ヨ
よ
り
早
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
。
そ
し
て
、
世
代

　
　
間
の
対
話
・
交
流
は
「
現
在
化
」
以
降
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
、
「
教
育
」
と
い
う
関
係
に
お
け
る
普
遍
的
課
題
に
な
っ
て
い
る
と

　
　
考
え
る
。
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こ
う
し
た
一
連
の
基
本
点
の
上
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
世
代
論
に
は
歴
史
の
動
態
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
に
、
「
世
代
状
態
」
「
世
代
連

関
」
「
世
代
統
一
」
と
い
う
3
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
そ
の
区
別
が
あ
る
。

　
「
世
代
状
態
（
O
①
器
田
自
o
霧
訂
α
q
Φ
≡
づ
ひ
q
と
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
世
代
に
よ
っ
て
類
似
・
共
通
の
状
態
（
類
似
の
社
会
的
位
置

に
置
か
れ
る
こ
と
）
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　
「
世
代
連
関
（
O
①
器
声
ぎ
霧
差
臣
ヨ
ヨ
Φ
菩
琶
o
q
）
」
と
は
、
共
通
の
世
代
状
態
に
あ
る
者
た
ち
が
、
共
通
の
運
命
の
中
に
現
実
に
参

加
す
る
こ
と
を
通
じ
て
つ
な
が
り
あ
っ
た
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
反
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
と
そ
れ
に

続
く
宗
教
的
復
興
を
通
じ
て
、
当
時
の
ド
イ
ッ
の
青
年
た
ち
が
、
都
市
に
住
も
う
が
農
村
に
住
も
う
が
、
共
通
の
運
命
・
時
代
の
思
潮
に

現
実
に
参
画
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
世
代
に
具
体
的
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
た
よ
う
に
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
世
代
連
関
は
け
っ
し

て
一
枚
岩
で
は
な
い
。
ド
イ
ッ
の
場
合
そ
れ
以
降
む
し
ろ
、
ロ
マ
ン
主
義
的
・
保
守
主
義
的
青
年
層
と
自
由
主
義
的
・
合
理
主
義
的
青
年

層
と
い
う
あ
る
両
極
的
な
姿
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
共
同
し
よ
う
と
対
立
し
よ
う
と
、
同
じ
時
代
の
運
命
に
共
通
の
経
験
層
化
を
も
っ
て

参
画
し
、
そ
こ
に
世
代
と
し
て
の
連
関
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
世
代
統
一
（
O
曾
R
呂
o
房
Φ
ぎ
冨
ε
」
は
、
あ
る
世
代
に
一
つ
の
政
治
的
な
い
し
思
想
的
・
芸
術
的
な
潮
流
が
形
成
さ
れ
、
か
つ
著

し
く
有
力
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
そ
の
世
代
を
代
表
し
、
ま
た
前
後
の
世
代
を
も
巻
き
込
ん
で
、
そ
の
時
代
を
代
表
す
る
ほ
ど
の
影
響
力
を

持
つ
に
至
る
現
象
を
指
す
。
そ
こ
に
世
代
と
時
代
の
共
通
の
経
験
を
核
と
し
、
経
験
に
共
通
の
解
釈
を
与
え
る
よ
う
な
、
も
の
の
考
え

方
・
感
じ
方
の
指
向
性
の
中
心
が
形
成
さ
れ
る
。
あ
る
時
代
に
、
世
代
を
異
に
す
る
複
数
の
世
代
統
一
が
並
び
立
っ
て
争
う
と
い
う
こ
と

も
起
こ
り
得
る
。
ま
た
世
代
統
一
が
形
成
さ
れ
た
同
じ
世
代
の
中
に
も
、
そ
れ
と
異
な
る
指
向
を
持
つ
個
人
・
集
団
は
存
在
す
る
が
、
よ

り
多
く
の
者
が
世
代
統
一
の
影
響
を
受
け
て
そ
ち
ら
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
異
な
る
指
向
は
影
が
薄
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
論
文
内
容
を
省
略
し
た
所
も
あ
る
の
で
不
十
分
な
紹
介
で
は
あ
る
が
、
以
上
が
「
世
代
の
問
題
」
の
概
略
で
あ
る
。
こ
こ
で
筆
者
が
と
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り
わ
け
て
の
「
示
唆
」
と
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、
次
の
3
点
で
あ
る
。

　
イ
、
知
識
社
会
学
時
代
に
お
け
る
世
代
社
会
学
の
特
異
性

　
ロ
、
両
極
軸
の
世
代
的
変
換
i
競
争
を
め
ぐ
る
意
識
の
場
合

　
ハ
、
学
校
文
化
研
究
に
お
け
る
知
識
・
世
代
両
社
会
学
の
重
な
り

3
、

知
識
社
会
学
時
代
に
お
け
る
世
代
社
会
学
の
特
異
性

　
先
に
一
節
で
示
唆
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
「
世
代
の
問
題
」
（
一
8
。
。
）
と
い
う
論
文
は
、
二
〇
年
代
の
マ
ン
ハ
イ
ム
に
お
い
て
特

異
な
位
置
に
あ
る
と
思
う
。
次
の
二
点
を
そ
の
特
異
性
と
考
え
て
い
る
。

　
一
つ
は
、
論
文
「
知
識
社
会
学
の
問
題
」
（
一
。
謡
）
か
ら
主
著
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
（
一
。
卜
。
。
）
に
至
る
マ
ン
ハ
イ
ム
の
知

識
社
会
学
の
絶
頂
期
に
お
い
て
、
そ
れ
が
「
知
識
」
を
越
え
る
よ
り
広
い
視
野
を
提
起
し
た
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
知
識
の
社
会
学
も
、

世
代
の
社
会
学
も
、
と
も
に
歴
史
を
動
態
と
相
関
と
の
う
ち
に
見
る
「
歴
史
主
義
」
の
立
場
に
あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
人
間

の
文
化
に
関
わ
る
こ
と
を
、
人
間
の
存
在
状
態
の
あ
り
方
に
つ
な
げ
て
解
釈
し
て
い
こ
う
と
い
う
構
図
も
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
知

識
社
会
学
は
、
そ
の
対
象
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
「
思
考
・
認
識
」
と
そ
の
外
在
化
と
し
て
の
「
知
識
」
と
を
問
題
に
し
て
い
た
。
英
語
で
言

え
ば
、
、
．
区
コ
o
∈
ぢ
α
Q
、
、
と
，
．
区
口
o
≦
一
区
σ
q
⑦
．
．
と
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
世
代
の
社
会
学
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
出
て
き
た
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
見
て
も
、
「
文
化
の
担
い
手
」
「
文
化
財
の
伝
達
」

「
文
化
に
お
け
る
新
た
な
接
触
・
新
た
な
距
離
」
「
文
化
の
忘
却
と
新
た
な
文
化
要
求
」
「
経
験
獲
得
の
枠
組
み
」
「
対
抗
的
な
経
験
形
成
力

の
発
揮
」
「
方
向
づ
け
る
モ
デ
ル
」
「
道
具
・
機
械
な
ど
の
物
財
」
「
感
傷
性
（
ω
雲
ニ
ヨ
①
葺
㊤
耳
馨
）
の
よ
う
な
経
験
の
型
」
「
経
験
の
可

能
性
の
範
囲
」
「
事
件
・
生
活
内
容
の
経
験
」
「
原
初
経
験
群
」
「
経
験
の
層
化
」
「
両
極
的
体
験
の
自
己
転
換
」
「
体
験
の
対
立
軸
に
結
び
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つ
い
た
感
情
・
意
欲
・
思
考
範
疇
」
「
存
在
す
る
生
活
様
式
」
「
生
活
態
度
の
一
つ
の
中
心
と
別
の
中
心
」
「
歴
史
過
程
へ
の
参
加
」
「
も
の

の
考
え
方
・
感
じ
方
の
指
向
性
の
中
心
」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
問
題
の
焦
点
が
「
思
考
・
知
識
」
に
限
定
さ
れ
な
い
で
（
も

ち
ろ
ん
そ
れ
も
重
要
な
構
成
要
素
に
は
な
っ
て
い
る
が
）
、
知
識
に
限
ら
れ
な
い
人
間
社
会
の
生
活
の
仕
方
ま
で
含
む
文
化
の
全
体
、
そ

こ
に
お
け
る
思
考
・
認
識
に
限
ら
な
い
行
動
、
衝
動
、
意
欲
、
指
向
、
感
情
と
そ
れ
ら
を
通
し
た
経
験
の
全
体
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
文
化
と
経
験
の
全
体
が
、
世
代
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
「
世
代
現
象
」
が
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
、
そ
の

「
世
代
状
態
」
と
の
関
連
性
が
追
究
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
知
識
社
会
学
と
は
異
な
る
視
野
と
追
究
枠
組
み
が
あ
る
。
一
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
三
〇
年

代
か
ら
後
期
英
国
時
代
で
は
む
し
ろ
、
こ
れ
が
追
究
課
題
の
中
心
に
せ
り
上
が
っ
て
く
る
問
題
層
な
の
で
あ
る
が
、
二
〇
年
代
後
半
の
知

識
社
会
学
時
代
に
お
い
て
も
、
「
思
考
・
知
識
」
の
存
在
拘
束
性
と
い
う
視
野
・
枠
組
み
だ
け
で
な
く
、
歴
史
動
態
を
生
き
る
人
間
活
動

を
行
動
・
感
情
も
含
む
よ
り
広
い
経
験
の
全
体
の
水
準
で
と
ら
え
る
視
野
・
枠
組
み
が
、
こ
の
世
代
の
社
会
学
を
通
し
て
提
起
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
二
つ
目
の
特
異
点
は
、
右
の
第
一
の
点
が
枠
組
み
の
上
部
側
に
関
し
て
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
下
部
側
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

知
識
社
会
学
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の
到
達
し
た
成
果
を
「
評
価
し
、
ま
た
克
服
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
勢
力
が
注
が
れ

て
い
る
も
の
で
、
そ
の
「
存
在
拘
束
性
」
と
い
う
場
合
の
存
在
（
ω
0
5
）
と
し
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
（
諸
）
階
級
（
困
塁
の
雪
）
」
が
注
目

さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
世
代
論
に
お
い
て
も
そ
の
こ
と
は
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
異
な
る
社
会
状
態
を
生
み
出
す
最
重

要
の
フ
ァ
ク
タ
ー
は
階
級
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
じ
っ
さ
い
ま
た
同
一
の
世
代
関
連
の
中
に
異
な
る
潮
流
が
対
立
的
に
形
成
さ
れ
る
の

は
、
そ
う
い
う
基
底
的
社
会
構
造
と
し
て
の
階
級
構
造
に
存
在
拘
束
さ
れ
た
両
極
的
潮
流
の
方
に
「
世
代
の
交
替
を
越
え
て
社
会
的
・
歴

史
的
空
間
に
持
続
す
る
形
成
原
理
（
勺
9
ヨ
琶
σ
q
8
ユ
目
冒
雪
）
」
（
＆
霧
雪
霧
8
互
o
α
q
す
ω
■
田
o
。
）
が
存
在
す
る
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
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る
。　

し
か
し
、
「
階
級
状
態
」
と
対
比
す
る
形
で
「
世
代
状
態
」
が
定
義
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
文
化

と
経
験
の
展
開
す
る
歴
史
空
間
に
そ
の
よ
う
な
規
定
・
拘
束
・
形
成
の
作
用
力
を
及
ぼ
す
社
会
状
態
の
分
化
の
例
と
し
て
、
階
級
だ
け
で

な
く
「
人
種
（
評
誘
Φ
）
」
と
並
ん
で
「
世
代
」
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
は
ま
だ
あ
が
っ
て
い
な
い
が
（
英
国
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

代
の
後
半
に
は
、
そ
れ
へ
の
注
目
も
せ
り
上
が
っ
て
く
る
）
、
と
も
か
く
こ
と
が
ら
が
全
て
階
級
構
造
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
人
間
の
生
物
学
的
基
礎
に
避
け
難
く
規
定
さ
れ
た
世
代
交
代
に
よ
っ
て
必
然
化
さ
れ
る
「
世
代
現
象
・
世
代
状
態
」
と
い
う
存
在
の

重
要
な
分
化
性
が
、
階
級
構
造
と
は
相
対
的
に
別
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
、
そ
し
て
歴
史
動
態
の
中
で
は
階
級
と
絡
み
合
っ
て
働
く
作
用

力
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
世
代
現
象
の
相
対
的
な
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
論

文
で
、
世
代
状
態
と
階
級
状
態
が
並
列
・
対
比
さ
れ
、
ま
た
両
要
因
の
絡
ま
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
階
級
が
存
在
拘
束

す
る
も
の
が
、
思
考
、
知
識
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
世
界
観
と
い
っ
た
層
だ
け
で
は
な
い
、
行
動
・
感
情
・
指
向
を
含
む
経
験
と
文
化
の
全

体
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ド
イ
ッ
時
代
の
マ
ン
ハ
イ
ム
の
追
究
の
筋
道
に
は
つ
ね
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
史
的
唯
物
論
と
ど
う
対
峙
し
、
こ
れ
を
「
克
服
」
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

構
図
に
到
達
す
る
か
と
い
う
強
い
指
向
性
が
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
の
「
克
服
」
方
向
と
し
て
、
知
識
社
会
学
が
「
利
害
関
係
性
を
存
在
拘

束
性
に
」
「
精
神
層
の
導
入
」
と
い
っ
た
上
部
・
下
部
間
の
媒
介
領
域
の
存
在
と
働
き
を
強
調
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
世
代
社
会
学
で

は
構
造
要
因
と
し
て
階
級
と
は
独
自
の
世
代
の
存
在
と
そ
の
作
用
力
相
互
の
絡
ま
り
、
お
よ
び
経
験
を
全
体
と
し
て
社
会
的
に
問
題
に
す

る
視
野
と
枠
組
み
の
捷
示
、
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
歴
史
の
動
き
に
い
っ
そ
う
的
確
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
・
つ

と
め
ざ
し
た
マ
ン
ハ
イ
ム
社
会
学
が
、
そ
の
動
態
に
即
し
た
よ
り
柔
軟
な
枠
組
み
を
追
求
し
た
歩
み
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
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4
、

両
極
軸
の
世
代
的
変
換
ー
競
争
を
め
ぐ
る
意
識
の
場
合

　
筆
者
が
魅
力
的
と
感
じ
た
マ
ン
ハ
イ
ム
世
代
論
の
部
分
は
、
先
に
要
約
的
に
紹
介
し
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
も
つ
け
た
通
り
な
の
で
あ
る

が
、
な
か
で
も
「
体
験
の
両
極
軸
、
そ
の
世
代
的
な
自
己
転
換
」
と
い
う
理
論
に
は
、
深
い
感
銘
を
受
け
た
。
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

つ
て
中
学
生
と
中
学
校
教
師
と
に
行
っ
た
あ
る
調
査
を
材
料
に
、
こ
の
こ
と
を
よ
り
具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
。

　
そ
れ
は
今
日
の
日
本
の
教
育
問
題
の
中
心
に
ど
っ
か
と
居
座
っ
て
い
る
「
競
争
の
教
育
」
、
そ
の
競
争
に
つ
い
て
、
一
九
八
O
年
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

後
半
．
「
閉
じ
ら
れ
た
競
争
」
時
代
を
生
き
る
日
本
の
中
学
生
と
、
中
学
校
教
師
た
ち
と
の
「
教
育
に
お
け
る
競
争
」
観
の
比
較
を
試
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
の
詳
し
い
紹
介
は
他
の
場
所
に
譲
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
競
争
観
を
め
ぐ
る
対
立
軸
」
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　
と
言
う
の
は
、
共
通
の
質
問
項
目
で
た
と
え
ば
、
教
育
に
お
け
る
競
争
に
対
す
る
批
判
意
識
が
「
教
師
の
世
代
（
年
齢
は
実
際
に
は
一
一

〇
代
半
ば
か
ら
五
〇
代
ま
で
幅
が
広
く
、
一
九
八
○
年
代
後
半
の
中
学
生
世
代
に
対
し
て
、
大
人
世
代
で
あ
る
程
度
の
共
通
性
し
か
な
い

が
）
の
方
が
強
い
」
と
か
、
「
学
校
で
の
競
争
の
現
実
に
つ
い
て
は
、
中
学
生
世
代
の
方
が
よ
り
強
く
感
じ
て
い
る
」
な
ど
の
違
い
は
確

か
に
あ
っ
た
。
し
か
し
ど
の
項
目
で
も
、
ま
た
両
集
団
と
も
、
回
答
が
「
肯
定
・
否
定
」
に
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

個
々
の
比
較
よ
り
も
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
言
う
「
体
験
の
両
極
軸
」
に
注
目
す
る
た
め
、
「
林
の
数
量
化
理
論
皿
類
」
を
使
っ
て
、
そ
の
回

答
者
集
団
に
お
け
る
「
回
答
パ
タ
ー
ン
」
を
対
極
に
分
け
る
軸
の
析
出
を
、
中
学
生
・
教
師
そ
れ
ぞ
れ
で
試
み
た
。
表
1
は
、
こ
の
多
変

量
解
析
に
よ
っ
て
析
出
さ
れ
た
第
－
軸
（
最
も
強
く
回
答
パ
タ
ー
ン
を
分
け
る
）
と
第
H
軸
（
そ
れ
に
次
い
で
強
い
回
答
パ
タ
ー
ン
分
化

の
軸
）
と
が
、
そ
の
軸
上
に
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
質
問
回
答
）
が
ど
れ
だ
け
の
ウ
ェ
イ
ト
（
＋
一
の
値
）
を
持
っ
て
位
置
す
る
か
で
示
さ
れ

て
い
る
（
絶
対
値
が
一
．
○
以
上
の
も
の
の
み
表
示
）
。
1
軸
と
H
軸
と
の
分
化
力
の
強
度
（
表
の
「
相
関
比
」
の
数
値
に
示
さ
れ
る
）

は
、
ど
ち
ら
も
O
・
四
以
上
で
、
回
答
パ
タ
ー
ン
を
分
化
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
り
、
ま
た
ー
・
H
軸
間
に
大
き
な
差
は
な
い
。
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表1　中学校教師の競争観（数量化皿類分析表）

一1．8889

　　　　　　H　軸

中学校の成績は
生徒の一生に大　〔肯定〕

きく影響する

1軸

一1。6411
高校受験は他人　　　
　　並　　　　　〔目定〕
との朋争だ

一1，3028
競争はみんなを　　止
　一　　一　　〔目定〕
バフバラにする

（中　略）

LOO95

教職員の中にク

ラス相互の成績
　　　　　㎜　　〔否定〕
を比較する分囲

気がある

1，0565

中学校の成績は

生徒の一生に大　〔否定〕

きく影響する

L3607競争はみんなを
　　　一一　　〔否定〕
バラバフにする

L7140高校受験は他人
との競争だ　　　〔否定〕

一L8906
競争は勉強の励　　止
　一　　　　　〔目定〕
みになる

一1．3485

今の世の中では
人と競争してい　〔肯定〕

くのは当然だ

一1．1855
競争はみんなを
　一　　一　　〔否定
バフバラにする

一1．Ol71
序列をっける競
　　　　　　　　〔否定〕
争はよくない

（中　略）

L1351競争はみんなを　　止
　　　一．　　　〔円定
バラバフにする

L5822序列をつける競　　止．
　　　　　　　　　〔同定
争はよくない

1．9164

0．430相関比

今の世の中では
人と競争してい　〔否定〕

くのは当然だ

　　　　　　0．500

　
と
こ
ろ
で
こ
の
表
1
に
よ
れ
ば
、

1
軸
の
マ
イ
ナ
ス
領
域
に
は
「
競

争
肯
定
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
逆

に
プ
ラ
ス
領
域
に
は
「
競
争
否

定
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
い
ず
れ
も

集
中
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
1
軸

は
「
教
育
に
お
け
る
競
争
の
肯

定
・
否
定
」
に
関
す
る
回
答
パ
タ

ー
ン
分
化
を
示
す
も
の
と
解
釈
で

き
る
。
そ
れ
は
ま
た
教
師
た
ち
内

部
の
そ
の
よ
う
な
意
識
対
立
を
反

映
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
考
え
る
。

H
軸
の
方
は
、
マ
イ
ナ
ス
領
域
に

は
「
現
実
の
競
争
の
厳
し
さ
」
を

示
す
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
逆
に
プ
ラ

ス
領
域
に
は
「
競
争
そ
の
も
の
が

現
在
そ
ん
な
に
厳
し
く
は
な
い
」

と
い
う
意
識
を
示
す
カ
テ
ゴ
リ
ー
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図4　中学校教師の競争の構造

　　H軸

競争は
　　ゆるやか
　20手

　ヤ
ロ

オ
」

ー
軸

20

●

受験は競争〔否〕

尭争はバラバラに 15
・〔否〕

成績が一生を

尭争は励み 10 ●〔否〕

・〔肯〕

学力差の縮小困難
競争は当然〔

。〔否〕　　　　05
●

序列競争よくない

一2，0　　－15

　●〔否〕一1，0　　－05

05 10 15競争20

競争は当然
　●〔否〕

クラスノ 静〕、5

争は励み
〔肯〕

　　　　否定

列競争よくない
　。〔肖〕

’〔盃〕

一10

競争はバラバラに
● 〔肯〕

受験は競争一15
。〔肯〕

成績が一・｛rを　　　　　　。〔ドδ

一20

良
万
　
　
　
　
　
　
歳
ガ

競
争
肯
定

競争はきびしい

が
い
ず
れ
も
並
ん
で
い
る
の
で
、
こ
の
H
軸
は
「
教
育
に
お
け
る
競
争
の
現
実
に
対
す
る
観
察
と
し
て
の
厳
し
さ
・
ゆ
る
や
か
さ
」
を
表

す
軸
と
解
釈
で
き
よ
う
。

　
こ
の
二
つ
の
軸
を
直
交
さ
せ
て
、
そ
の
二
次
元
平
面
に
4
つ
の
象
限
を
構
成
し
た
の
が
図
4
で
あ
る
。
図
の
中
に
は
、
各
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
こ
の
平
面
上
で
の
位
置
も
点
で
示
さ
れ
て
い
る
℃
1
軸
は
理
念
の
面
で
の
競
争
の
「
肯
定
・
否
定
」
を
分
け
、
H
軸
は
認
識
の
面
で
の
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現
実
の
競
争
の
「
厳
し
さ
・
ゆ
る
や
か
さ
」
を
分
け
て
い
る
。
ま
た
二
軸
直
交
で
得
ら
れ
る
4
象
限
は
、
教
師
た
ち
の
競
争
観
の
4
類
型

を
表
す
と
考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
否
定
・
厳
し
い
1
1
苦
悩
型
」
「
肯
定
・
厳
し
い
睦
し
ぼ
り
型
」
「
肯
定
．
ゆ
る
や
か
1
1
ま
だ
ま
だ
型
」

「
否
定
・
ゆ
る
や
か
”
の
ん
き
型
」
と
い
う
便
宜
的
名
称
を
与
え
て
い
る
。

　
表
2
と
図
5
と
は
、
同
じ
よ
う
な
分
析
作
業
を
中
学
生
た
ち
の
回
答
結
果
に
対
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
1
軸
と
H
軸
と
の
分
化
力

の
強
度
（
「
相
関
比
」
の
数
値
）
は
、
こ
こ
で
も
ど
ち
ら
も
O
・
四
以
上
で
、
回
答
パ
タ
ー
ン
を
分
化
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
り
、
ま
た

ー
・
H
軸
間
に
や
は
り
大
き
な
差
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
学
生
の
競
争
観
の
分
析
を
教
師
た
ち
の
そ
れ
に
続
い
て
行
う
に
当
た
っ
て
、
つ
ま
り
こ
の
表
2
を
読
む
に
当
た
っ
て
、

当
時
の
筆
者
た
ち
は
軸
の
中
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
競
争
の
理
念
的
な
肯
定
・
否
定
」
を
分
か
つ
も
の
が
見
い
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
た
。
表
2
の
1
軸
が
そ
れ
に
近
い
の
で
あ
る
が
、
そ
う
解
釈
す
る
と
合
わ
な
い
面
が
出
て
く
る
。
マ
イ
ナ
ス
領
域
で
は
確
か
に
「
当

然
」
「
励
み
に
な
る
」
「
他
人
と
の
競
争
だ
」
と
い
う
意
見
を
肯
定
す
る
「
積
極
的
競
争
肯
定
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
並
ん
で
い
る
よ
う
に
見

え
る
が
、
だ
と
す
れ
ば
教
師
の
場
合
の
よ
う
に
当
然
並
ん
で
よ
い
項
目
・
「
競
争
は
み
ん
な
を
バ
ラ
バ
ラ
に
す
る
1
否
定
」
な
ど
は

「
ウ
ェ
イ
ト
　
マ
イ
ナ
ス
O
・
二
」
程
度
で
こ
こ
に
入
っ
て
こ
な
い
。
ま
た
プ
ラ
ス
領
域
に
は
「
一
番
に
な
り
た
い
」
「
安
心
し
た
り
、
不

安
に
な
っ
た
り
す
る
」
「
他
人
と
の
競
争
だ
」
「
励
み
に
な
る
」
に
対
す
る
い
ず
れ
も
否
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
並
ん
で
い
る
。
こ
れ
も
、
競

争
否
定
意
識
を
示
す
も
の
も
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
も
の
（
「
安
心
・
不
安
」
）
も
あ
り
、
競
争
否
定
だ
と
す
る
と
当
然
入
る
は
ず
の
「
競

争
は
当
然
ー
否
定
」
が
こ
こ
に
な
い
。
だ
か
ら
、
中
学
生
の
1
軸
は
教
師
た
ち
の
競
争
の
「
肯
定
・
否
定
」
の
軸
に
似
て
い
る
の
だ
が
、

そ
う
解
釈
し
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
中
学
生
た
ち
が
教
育
に
お
け
る
競
争
に
「
積
極
的
に
参
加
す
る
（
軸
の
マ
イ
ナ
ス
方
向
）
」

か
「
参
加
に
消
極
的
（
軸
の
プ
ラ
ス
方
向
）
」
か
と
し
て
受
け
取
る
と
、
い
ろ
ん
な
矛
盾
も
一
応
解
け
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
マ
イ
ナ
ス

領
域
に
あ
る
3
つ
の
肯
定
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
持
つ
意
味
が
、
「
競
争
肯
定
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
競
争
に
積
極
的
に
参
加
」
す
る
指
向
、
プ
ラ
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　　　　　　表2　中学生の競争観（数量化皿類による分析表）

1　軸

・今の世の中では

人と競争してい　〔肯定〕

くのは当然だ

・競争は勉強の励
　　　　　　　　〔肯定〕
みになる

・高校受験は他人
　　　　　　　　〔肯定〕
との競争だ

（中　略）

・序列をつける競
　　　　　　　　〔肯定〕
争はよくない

・競争は勉強の励
　　　　　　　　〔否定〕
みになる

・高校受験は他人
　　　　　　　　〔否定〕
との競争だ

・他人の成績と比

べて安心した
　　　　　　　　〔否定〕
り，不安になっ

たりする

どの教科でもよ

いからクラスで　〔否定〕

一番になりたい

一L8894

一1．8149

一LO118

1．0264

1．0900

L4175

1．5150

1．7206

H　軸

・序列をつける競
　　　　　　　　〔否定〕
争はよくない

・他人の成績と比

べて安心した
　　　　　　　　〔否定〕
　り，不安になっ

たりする

・競争はみんなを
　　　　　　　　〔否定〕
バラバラにする

どの教科でもよ

いからクラスで　〔否定〕

一番になりたい

・高校受験は他人
　　　　　　　　〔否定〕
との競争だ

（中　略）

・序列をつける競
　　　　　　　　〔肯定〕
争はよくない

・競争はみんなを
　　　　　　　　〔肯定〕
バラバラにする

一L2920

一1，2052

一1．1209

一1．0753

一1．0422

1．8234

2．9071

0，453 相関比 0．409
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図5　中学生の競争観の構造
　　　　　II軸〔競争の否定的僑用に甘する臣応の軸

圃llド痂鶴・

　　　　　　
序列競争はよくない〔ド3〕

1
軸
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競
争
へ
の
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加
に
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す
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　　　　　　　　　　O　　　　　　　　　　　　　なりたい
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　　　　みんなバフノ警〔否〕・　　　　。
　　序列競争はよくない〔否〕　　　　　成績比べて不安〔否｝
　　　　　　　　　　　　一15

　　　唾D　　窓　（：亟亟D
　　　　　　　　　　　　 20
　　1軸一競争への参加に関する軸

　　H軸一競争の古定的作用に対する反応の軸

ス
領
域
に
あ
る
4
つ
の
否
定
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
持
つ
意
味
が
、
「
競

争
の
理
念
的
否
定
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
競
争
を
回
避
し
て
そ
こ
か

ら
降
り
る
」
と
い
う
指
向
、
そ
の
よ
う
な
中
学
生
た
ち
の
行
動
の

分
化
が
あ
る
実
感
を
も
っ
て
迫
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

は
教
師
の
場
合
「
高
校
受
験
は
他
人
と
の
競
争
だ
」
が
、
そ
の
肯

定
・
否
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
も
表
1
の
1
軸
（
競
争
の
理
念
的
肯

定
・
否
定
）
に
出
て
こ
な
い
（
絶
対
値
が
い
ず
れ
も
小
さ
い
）
の

に
対
し
て
、
表
2
の
1
軸
の
中
学
生
で
は
、
そ
の
肯
定
・
否
定
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
分
化
し
た
形
で
表
の
上
・
下
に
現
れ
る
こ
と
に
も
示
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さ
れ
て
い
る
。

　
表
2
の
H
軸
は
、
教
師
の
■
軸
と
同
じ
く
、
理
念
よ
り
も
現
実
の
競
争
の
働
き
に
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
れ
も
「
厳
し

い
・
ゆ
る
や
か
」
の
認
識
と
解
釈
し
て
は
合
わ
な
い
も
の
が
多
い
。
プ
ラ
ス
領
域
は
「
み
ん
な
を
バ
ラ
バ
ラ
に
す
る
」
「
序
列
は
よ
く
な

い
」
と
い
う
競
争
が
自
分
た
ち
に
も
た
ら
す
ダ
メ
ー
ジ
効
果
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
特
別
に
高
い
ウ
ェ
イ
ト
が
あ
る
。
そ
う
や
っ
て
逆
の
側
の

マ
イ
ナ
ス
領
域
の
5
つ
の
否
定
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
見
る
と
、
「
序
列
」
「
バ
ラ
バ
ラ
」
を
含
め
て
「
不
安
・
安
心
」
や
「
高
校
入
試
の
存
在
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

よ
る
友
人
関
係
の
破
壊
」
「
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」
な
ど
、
競
争
が
彼
ら
に
も
た
ら
す
だ
ろ
う
ダ
メ
ー
ジ
効
果
が
い
ず
れ
も

否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
か
っ
て
こ
の
軸
は
、
競
争
が
も
た
ら
す
ダ
メ
ー
ジ
的
諸
作
用
に
対
し
て
の
「
不
安
（
軸
の
プ
ラ
ス
方

向
）
」
か
「
安
心
（
軸
の
マ
イ
ナ
ス
方
向
）
」
か
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
二
つ
の
軸
を
直
交
さ
せ
た
二
次
元
平
面
に
4
つ
の
象
限
を
構
成
し
た
の
が
図
5
で
あ
る
。
図
の
中
に
は
、
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
こ
の
平
面



上
で
の
位
置
も
プ
ロ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。
1
軸
は
行
動
の
面
で
の
競
争
へ
の
「
参
加
・
回
避
（
降
り
る
）
」
を
分
け
、
H
軸
は
現
実
の
競

争
の
作
用
（
そ
の
ダ
メ
ー
ジ
効
果
）
に
対
す
る
心
理
面
の
「
不
安
・
安
心
」
を
分
け
て
い
る
。
ま
た
二
軸
直
交
で
得
ら
れ
る
4
象
限
は
、

中
学
生
た
ち
の
競
争
観
の
4
類
型
を
表
す
と
考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
参
加
・
不
安
n
不
安
参
加
型
」
「
参
加
・
安
心
1
1
積
極
参
加
型
」
「
降

り
る
・
安
心
”
の
ん
び
り
型
」
「
降
り
る
・
不
安
”
回
避
型
」
と
い
う
便
宜
的
名
称
を
与
え
て
い
る
。

　
図
6
は
、
同
じ
二
軸
・
4
類
型
の
平
面
上
に
、
調
査
が
と
ら
え
た
他
の
諸
要
因
が
そ
れ
ぞ
れ
持
つ
平
均
値
を
プ
ロ
ッ
ト
し
た
も
の
で
あ

る
。
埼
玉
県
内
校
よ
り
、
都
内
校
の
平
均
の
方
が
〈
降
り
る
〉
に
傾
い
て
お
り
、
ま
た
同
時
に
集
計
し
た
「
大
手
進
学
塾
に
通
う
中
学
生

た
ち
」
は
「
積
極
参
加
型
」
に
強
く
傾
い
て
い
る
。
学
年
に
は
あ
ま
り
系
統
的
な
傾
向
が
見
ら
れ
な
い
が
、
「
勉
強
は
得
意
か
」
の
問
い

に
「
と
て
も
得
意
」
「
や
や
得
意
」
と
答
え
た
者
は
「
積
極
参
加
型
」
、
逆
に
「
ま
っ
た
く
得
意
で
な
い
」
と
答
え
た
者
が
「
回
避
型
」
と

は
っ
き
り
と
分
か
れ
て
い
る
。
「
勉
強
の
得
意
・
不
得
意
」
変
数
に
関
し
て
は
、
図
の
左
下
か
ら
右
上
へ
と
、
系
統
的
な
傾
向
が
明
瞭
に

カール・マンハイムの社会学と教育理論

図6中学生の競争観構造における諸要因の位置

　　　　　　　　　（その1）
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存
在
す
る
。
ま
た
悩
ん
で
い
る
子
が
い
た
と
き
ど
う
す
る
か
の
問
い
に
、
「
助
け
て
あ
げ
よ
う
と
す
る
」
の
回
答
は
「
不
安
参
加
型
」
に
、

「
知
ら
な
い
ふ
り
を
す
る
」
は
「
回
避
型
」
に
、
そ
し
て
「
ば
か
に
す
る
」
は
「
積
極
参
加
型
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
回
答
者
た
ち
の
平

均
値
が
プ
ロ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。
競
争
か
ら
の
回
避
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
別
の
価
値
を
開
花
さ
せ
る
よ
り
も
、
目
前
に
悩
ん
で
い
る
子
か

ら
の
「
回
避
」
と
重
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
「
回
避
」
は
、
「
安
心
」
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
ま
た
「
勉
強
得
意
」
は
、
悩

ん
で
い
る
子
を
助
け
る
い
わ
ゆ
る
「
良
い
子
」
に
つ
な
が
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
「
ば
か
に
す
る
」
態
度
に
親
和
的
で
あ
る
こ
と
に

な
る
。

　
一
連
の
図
表
で
筆
者
の
最
も
注
目
す
る
の
は
、
教
師
と
生
徒
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
回
答
を
分
化
さ
せ
る
両
極
軸
の
微
妙
に
し
て
重
大
な
違

い
で
あ
る
。
教
師
た
ち
の
場
合
そ
の
軸
は
、
競
争
に
関
し
て
の
理
念
上
の
「
肯
定
・
否
定
」
と
、
現
実
認
識
上
の
「
厳
し
さ
．
ゆ
る
や
か

さ
」
と
で
あ
っ
た
も
の
が
、
中
学
生
た
ち
に
お
い
て
は
そ
の
軸
は
、
競
争
に
「
参
加
・
降
り
る
」
、
競
争
の
マ
イ
ナ
ス
作
用
に
「
不
安
．

安
心
」
と
い
っ
た
、
行
動
と
心
理
の
じ
つ
に
日
常
次
元
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
中
学
校
教
師
の
競
争
観
と
比
較
し
て
、
中
学
生

徒
た
ち
の
競
争
観
に
は
っ
き
り
と
性
格
「
転
換
」
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
世
代
に
と
っ
て
は
、
教
師
世
代
に
と
っ
て
重

要
だ
っ
た
理
念
上
の
「
肯
定
・
否
定
」
は
、
彼
ら
の
態
度
を
分
け
る
重
要
な
争
点
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
生
徒
側
で
ど
う
し
て
そ
う
な

っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
筆
者
は
か
つ
て
そ
の
要
因
と
し
て
「
学
校
の
競
争
的
秩
序
の
日
常
化
・
肥
大
化
」
を
あ
げ
て
、
そ
れ
に
つ
い

て
「
肥
大
化
し
た
制
度
の
日
常
的
秩
序
が
子
ど
も
た
ち
に
及
ぼ
し
て
い
る
作
用
の
第
一
は
、
こ
の
制
度
が
持
つ
秩
序
の
根
拠
を
（
理
念

的
・
思
想
的
に
）
問
わ
せ
な
い
で
、
動
か
し
難
い
も
の
と
し
て
受
容
さ
せ
る
抑
圧
・
閉
塞
の
作
用
で
あ
る
」
と
コ
メ
ン
ト
し
た
こ
と
が
あ

　
（
3
5
）
ー

，、

（

　
と
も
あ
れ
本
論
文
に
お
い
て
注
目
し
て
い
る
の
は
、
同
じ
日
本
の
中
学
校
と
い
う
制
度
空
間
を
共
有
し
て
い
る
教
師
た
ち
と
生
徒
た
ち

に
お
い
て
、
競
争
観
の
個
々
の
項
目
以
上
に
、
競
争
を
め
ぐ
る
（
マ
ン
ハ
イ
ム
の
言
う
）
「
体
験
の
両
極
軸
」
に
お
い
て
、
重
大
な
違
い
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（
理
念
と
認
識
の
軸
か
ら
、
行
動
と
心
理
の
軸
へ
の
転
換
）
が
起
こ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
生
徒
た
ち
と
教
師
た
ち
と
の

「
状
態
（
置
か
れ
た
位
置
）
」
の
違
い
は
、
一
つ
に
は
も
ち
ろ
ん
、
学
校
の
中
で
の
「
教
師
と
生
徒
」
と
い
う
制
度
的
な
位
置
の
違
い
、
ま

た
現
実
に
展
開
す
る
学
力
．
学
歴
獲
得
競
争
に
お
け
る
「
教
師
と
生
徒
」
の
実
際
的
な
位
置
の
違
い
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
こ
と
が

ら
の
切
実
度
の
違
い
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
状
態
（
置
か
れ
た
位
置
）
の
も
う
一
つ
の
違
い
は
、
世
代
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

世
代
に
よ
る
成
長
過
程
の
社
会
的
状
況
の
違
い
、
と
り
わ
け
「
学
校
の
競
争
的
秩
序
の
日
常
化
・
肥
大
化
」
と
言
え
る
よ
う
な
学
校
制
度

の
歴
史
的
性
格
変
化
が
、
そ
の
学
校
と
競
争
の
体
験
の
性
格
を
世
代
的
に
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
に
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う

の
で
あ
る
。

　
も
う
一
点
付
言
す
れ
ば
、
表
1
と
表
2
と
で
見
た
よ
う
に
、
た
と
え
ば
「
軸
の
解
釈
」
が
変
わ
っ
た
と
き
に
、
同
じ
要
素
（
カ
テ
ゴ
リ

！
）
が
新
し
い
軸
の
下
で
新
た
な
意
味
を
持
つ
と
い
う
関
係
（
た
と
え
ば
「
高
校
入
試
は
他
人
と
の
競
争
」
へ
の
肯
定
・
否
定
回
答
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
意
味
変
化
な
ど
）
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
多
変
量
解
析
に
お
け
る
分
析
上
の
軸
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
で
起
こ
っ
て
い
る
操

作
的
な
こ
と
が
ら
で
は
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
マ
ン
ハ
イ
ム
の
歴
史
主
義
的
世
代
論
の
主
張
点
、
世
代
に
よ
る
軸
の
転
換
と
引
き
継
が
れ

た
要
素
の
意
味
変
化
（
本
節
2
、
④
）
と
見
事
に
符
合
し
て
興
味
深
い
と
考
え
る
。

　
こ
う
し
た
一
つ
の
調
査
分
析
事
例
か
ら
も
実
感
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
歴
史
主
義
的
世
代
社
会
学
は
、
た
し
か
に
重

要
な
視
角
と
枠
組
み
、
そ
し
て
い
く
つ
か
の
分
析
概
念
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
動
態
に
よ
り
接
近
し
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ

れ
の
試
み
を
励
ま
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

5
、

学
校
文
化
研
究
に
お
け
る
知
識
・
世
代
両
社
会
学
の
重
な
り

日
本
の
教
育
界
に
は
、
「
学
校
知
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
学
校
制
度
文
脈
に
知
識
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
際
の
歪
み
を
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）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

問
題
に
す
る
論
調
が
広
が
っ
て
き
た
。
「
学
校
文
化
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
も
そ
の
傾
向
が
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
学
校
知
識
は
、
学

校
制
度
に
お
い
て
「
伝
達
」
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
中
心
的
内
容
で
あ
り
、
学
校
文
化
は
そ
の
中
心
的
な
過
程
を
と
り
ま
く
さ
ま
ざ
ま
の

文
化
的
諸
要
素
で
あ
る
と
考
え
、
必
ず
し
も
「
歪
み
一
方
」
で
な
い
も
の
と
し
て
、
「
学
校
知
識
・
学
校
文
化
の
社
会
学
」
を
論
じ
て
行

こ
う
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
た
と
え
ば
学
校
知
識
の
社
会
学
的
考
察
に
お
い
て
も
当
然
の
注
目
さ
れ
る
点
、
ま
た
さ
れ
て
き
た
点
は
、
一
つ
は
、
学
校
知

識
の
選
択
・
決
定
・
編
成
に
お
け
る
社
会
階
級
的
偏
り
や
恣
意
性
で
あ
り
、
そ
の
偏
り
が
発
生
す
る
根
拠
と
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
二
つ
は
、

や
は
り
知
識
が
学
校
制
度
文
脈
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
特
有
の
偏
り
（
学
校
制
度
的
な
）
を
問
題
に
し
て
い
た
。

日
本
で
は
そ
の
際
に
、
学
校
知
識
を
「
知
識
論
」
と
い
う
視
角
か
ら
課
題
と
す
る
社
会
学
的
志
向
が
十
分
で
な
く
、
そ
れ
が
こ
の
分
野
で

教
育
現
実
へ
の
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
弱
め
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
は
、
二
節
に
述
べ
た
。
現
実
に
は
い
ろ
ん
な
歪
み
が
生
じ
て
お
り
、

そ
こ
に
は
「
学
校
知
識
・
学
校
文
化
」
故
の
基
本
性
格
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
が
、
な
お
「
歪
み
一
方
で
は
な
い
も
の
」

と
し
て
、
「
伝
達
」
（
学
校
知
識
）
と
そ
の
「
周
辺
」
（
学
校
文
化
）
を
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
学
的
概
念
と
し
て
「
学
校
文
化
」
．

「
学
校
知
識
」
を
保
持
し
、
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
動
態
に
よ
り
接
近
す
る
社
会
学
的
視
点
を
生
か
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。

　
そ
し
て
現
実
動
態
に
接
近
す
る
と
言
う
な
ら
ば
、
教
師
と
生
徒
と
の
世
代
的
な
ギ
ャ
ッ
プ
・
対
立
・
交
流
と
い
う
問
題
が
そ
こ
に
入
っ

て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
言
う
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
が
、
今
日
の
世
代
ギ
ャ
ッ
プ
問
題
は
深
刻
で
あ
る
。
子
ど
も
．
青
年
の
行

動
・
意
識
が
、
大
人
で
あ
る
教
師
や
父
母
に
は
理
解
が
難
し
い
「
問
題
」
（
何
を
考
え
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
）
と
映
り
、
逆
に
子
ど

も
た
ち
の
目
か
ら
は
教
師
と
い
う
存
在
が
ど
こ
と
な
く
ピ
エ
ロ
化
す
る
、
と
い
う
深
刻
な
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

課
題
と
な
っ
て
い
る
世
代
間
の
文
化
伝
達
を
め
ぐ
っ
て
、
世
代
間
に
「
教
育
的
関
係
」
が
成
立
す
る
こ
と
自
身
が
重
大
な
困
難
に
陥
っ
て
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い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
家
族
に
お
い
て
も
、
学
校
に
お
い
て
も
、
ま
た
地
域
社
会
で
も
、
社
会
全
体
の
レ
ベ
ル

で
考
え
て
も
、
言
え
る
こ
と
だ
と
思
う
。

　
こ
と
が
ら
を
学
校
と
い
う
社
会
的
・
文
化
的
空
間
で
考
察
し
て
み
よ
う
。
筆
者
は
か
つ
て
、
「
学
校
文
化
を
構
成
す
る
諸
要
素
と
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

学
校
内
・
外
の
関
係
」
と
し
て
図
7
を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
厳
密
と
は
言
え
な
い
が
、
学
校
文
化
の
「
歪
み
一
方
で
は
な
い
」

性
格
を
頭
に
置
い
て
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
諸
要
素
の
配
置
関
係
を
概
念
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
学
校
知
識
」
は
こ
の
図
で
は
、
「
①

学
校
の
制
度
文
化
」
の
中
の
「
顕
在
部
分
」
に
、
「
教
科
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
と
し
て
事
実
上
位
置
付
い
て
い
た
。
そ
こ
で
「
学
校
知
識
」

の
中
心
性
を
明
示
す
べ
く
、
図
8
を
考
え
た
。
こ
れ
も
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
が
、
学
校
知
識
・
学
校
文
化
の
「
歪
み
一
方
で
は
な
い
」

性
格
を
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
こ
こ
で
学
校
知
識
は
、
選
択
・
決
定
・
編
成
（
B
・
バ
ー
ン
ス
テ
ィ
ン
の
用
語
で
言
え
ば
「
再
文
脈
化
（
お
8
三
粟
髭
言
器
9
）
」
）

の
過
程
を
経
て
、
社
会
に
存
在
す
る
知
識
体
系
が
学
校
内
の
「
伝
達
・
獲
得
（
＃
睾
の
昌
裟
9
出
8
三
の
一
ぎ
コ
）
」
（
同
じ
く
、
バ
ー
ン
ス

テ
ィ
ン
の
用
語
）
と
い
う
中
心
過
程
に
置
き
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
空
間
的
な
置
き
直
し
で
な
く
、
学
校
の
制
度
文
化

の
文
脈
の
中
に
知
識
が
移
し
変
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
学
校
の
制
度
文
化
と
は
、
「
制
度
と
し
て
の
学
校
」
そ
の
も
の
で
あ
る
か

ら
、
あ
え
て
文
化
と
呼
ば
な
く
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
だ
制
度
も
人
問
行
動
を
あ
る
型
に
燭
制
し
（
な
い
し
支
え
る
）
文
化
と

し
て
の
働
き
を
す
る
。
そ
し
て
こ
の
制
度
文
化
の
中
に
は
、
図
で
区
分
し
た
よ
う
に
、
学
校
と
教
師
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
て
表
明
さ
れ
た

行
動
形
成
目
標
（
顕
在
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
）
の
ほ
か
に
、
「
満
六
歳
の
就
学
、
毎
日
決
ま
っ
た
時
間
の
登
校
、
決
ま
っ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

の
履
修
、
数
十
人
に
よ
る
ク
ラ
ス
編
成
、
資
格
を
持
っ
た
『
教
師
』
へ
の
従
属
、
な
ど
な
ど
」
の
、
制
度
と
し
て
の
学
校
の
基
本
的
枠
組

み
が
存
在
し
、
そ
れ
が
強
力
な
「
行
動
型
形
成
力
」
を
持
つ
こ
と
は
一
九
四
〇
年
代
に
K
・
マ
ン
ハ
イ
ム
が
講
義
「
教
室
の
社
会
学
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

「
教
室
の
潜
在
的
要
素
（
一
象
の
三
8
三
窪
邑
」
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
日
で
は
「
潜
在
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
や
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図7　学校文化を構成する諸要素とその学校内・外の関係

　　教師の個人的・社会的なパックグラウンド

制
度

へ
の

官→僚
的
統
制

つ
の
学
校
の
磁
場

祉会屏として持つ教員文化

↓

家族

級
民
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多
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一
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の
学
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の
磁
場

④校風文化　〈一体性と関係性の象徴と僻L＞

　　く顕在　教科・カリキュラム〉

学校の制度文化一・一・一・

　〈潜在　制度の枠組み〉

．、．。．＿％髪．．z．　　　　　　　　　く顕在＞　　　③生徒文化一・一一一・　　　　　　　　　〈潜’三＞

青年文化の諸動向

・地域

　・階層

　族
（「多文化」化）

図8　学校知識を中核とする学校文化の配置

　　　　　　　　大人世代の文化　　　　　　教員祉会

唖￥

　知
　識
　体
　系

鱒

　　￥　　　　　　　（一つの学校という場）
　　　　統制磯構

　　　統制 教
教員文化 一　　　　　社

）

校
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文
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　　統制

　選再
　択分

　　　化
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的背景
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「
隠
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
の
名
で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
学
校
制
度
文
脈
に
置
き
直
さ
れ
て
「
学
校
知
識
」
と
な
っ
た
当
の
存
在
は
、

顕
在
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
教
科
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
体
系
を
構
成
し
て
い
る
が
、
同
時
に
潜
在
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
も
「
再
文

脈
化
さ
れ
た
形
の
知
識
を
、
『
学
ぶ
べ
き
価
値
あ
る
も
の
』
と
し
て
体
験
す
る
こ
と
」
「
そ
れ
を
規
範
的
知
識
と
し
て
履
修
強
要
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
」
「
教
師
の
指
揮
・
監
督
の
下
で
学
ぶ
こ
と
」
な
ど
の
学
校
制
度
的
文
脈
が
持
っ
て
い
る
「
行
動
型
形
成
力
H
文
化
作
用
」
を
持

つ
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
学
校
知
識
の
伝
達
・
獲
得
に
か
か
わ
る
二
大
集
団
は
教
師
た
ち
と
生
徒
た
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
学
校
と
い
う
制
度
に
一

日
の
一
定
時
間
以
上
、
そ
し
て
あ
る
年
月
以
上
、
恒
常
的
に
組
織
さ
れ
た
人
間
集
団
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
が
一
つ
の
生
活
の
場
と
な
り
、

そ
の
場
の
性
質
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
、
そ
こ
に
特
有
の
生
活
様
式
ー
文
化
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
第
一
の
も
の
は
、
近
代
学
校
制
度
に
雇
用

さ
れ
た
教
員
と
い
う
社
会
層
に
対
応
す
る
「
教
員
文
化
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
社
会
に
数
あ
る
職
業
文
化
の
代
表
的
な
一
つ
で
あ
り
、
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
q
）

に
ユ
ニ
ー
ク
な
性
格
を
持
っ
た
職
業
文
化
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
い
ま
一
つ
が
、
生
徒
集
団
に
対
応
す
る
「
生
徒
文
化
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
生
徒
と
い
う
社
会
層
が
ど
こ
で
も
共
有
す
る
と
い
う
よ
り
、

個
別
学
校
を
生
活
の
場
と
す
る
生
徒
た
ち
に
よ
っ
て
学
校
ご
と
異
な
る
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
そ
の
場
で
蓄
積
・
伝
達
・
変
容
す
る
と
い
う

性
格
が
強
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
、
広
く
考
え
ら
れ
た
若
者
文
化
（
岩
9
ゴ
　
8
一
ヨ
8
）
の
下
位
文
化
の
一
つ
で
あ
っ
て
、

社
会
の
若
者
文
化
の
浸
透
を
（
強
弱
の
違
い
は
あ
れ
）
ど
こ
で
も
受
け
て
、
そ
の
点
で
社
会
的
に
つ
な
が
り
合
っ
て
い
る
。

　
学
校
の
二
大
集
団
を
な
し
て
い
る
教
師
た
ち
と
生
徒
た
ち
の
関
係
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
「
学
校
知
識
の
伝
達
・
獲
得
」
過
程
が
展
開
す

る
学
校
に
お
け
る
中
心
的
な
関
係
で
あ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
極
め
て
厄
介
な
関
係
で
も
あ
る
。
教
師
は
、
生
徒
た
ち
に
向
か
っ
て
は
、

教
員
文
化
を
代
表
し
て
い
る
よ
り
も
（
そ
れ
は
背
後
に
隠
し
て
）
、
学
校
知
識
と
学
校
の
制
度
・
規
則
と
を
、
つ
ま
り
制
度
文
化
を
代
表

す
る
か
た
ち
に
な
る
。
こ
の
学
校
の
制
度
文
化
と
生
徒
た
ち
の
生
活
現
実
・
生
徒
文
化
と
の
間
に
は
、
大
き
な
距
離
と
対
立
が
あ
る
と
言
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わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
言
う
の
は
ま
ず
、
「
必
ず
し
も
勉
強
を
好
ま
な
い
生
徒
た
ち
、
そ
の
生
徒
た
ち
を
課
業
習
得
へ
集
中
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
課
題
に
も
象
徴
さ
れ
る
、
「
子
ど
も
の
自
然
」
と
「
学
校
秩
序
に
お
け
る
そ
の
統
制
」
と
の
対
立
が
あ
る
か
ら
で

　
（
4
2
）

あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
世
代
論
が
分
析
し
た
よ
う
に
、
学
校
知
識
と
学
校
の
制
度
・
規
則
と
は
現
代
社
会
一
般
を
代
表

す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
古
い
世
代
の
生
活
経
験
・
経
験
解
釈
枠
組
み
で
構
成
さ
れ
て
（
ま
た
、
支
配
層
の
恣
意
に
よ
っ
て
さ
ら
に
再
構
成

さ
れ
て
）
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
若
者
文
化
が
浸
透
し
た
生
徒
文
化
は
新
し
い
世
代
の
体
験
層
化
が
持
つ
価
値
・
枠
組
み
・
両
極
軸
を

有
し
て
お
り
、
そ
こ
に
基
本
的
に
、
世
代
的
な
（
さ
ら
に
階
級
的
な
）
距
離
と
緊
張
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
対
立
・
緊
張
だ
け
で
は
、
制
度
と
し
て
も
人
間
集
団
と
し
て
も
維
持
さ
れ
な
い
の
で
、
学
校
に
は
そ
れ
を
緩
和
す
る
働
き
や
工
夫
も
あ

る
と
思
う
。
ま
ず
そ
の
距
離
・
対
立
の
大
き
さ
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
、
「
学
校
の
統
一
性
を
象
徴
し
、
教
師
・
生
徒
の
関
係
性
を
規
定

し
、
そ
れ
が
こ
の
統
一
の
下
に
あ
る
の
だ
と
意
味
づ
け
る
」
そ
の
よ
う
な
象
徴
や
儀
礼
が
学
校
と
い
う
場
に
必
要
に
な
り
、
ま
た
豊
富
に

発
生
し
、
蓄
積
さ
れ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
校
名
、
校
章
、
制
服
、
校
歌
、
そ
の
他
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
ま
た
入
学
式
、
卒
業
式
、

始
業
式
、
終
業
式
、
体
育
祭
、
文
化
祭
な
ど
な
ど
の
祭
典
・
儀
式
で
も
あ
り
、
ま
た
始
業
時
の
「
礼
」
や
教
師
へ
の
呼
称
の
統
一
、
教

室
・
教
材
・
教
具
の
神
聖
視
な
ど
な
ど
の
日
常
儀
礼
で
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
の
蓄
積
が
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
特
有
の
「
校
風
」
と
い
う

も
の
を
な
し
て
い
る
と
考
え
て
、
図
7
、
8
で
は
そ
れ
を
「
校
風
」
文
化
と
名
づ
け
て
示
し
て
い
る
。

　
そ
れ
と
同
時
に
、
教
師
・
生
徒
関
係
の
間
に
介
在
す
る
制
度
文
化
と
し
て
の
学
校
知
識
・
制
度
規
則
は
、
一
方
で
距
離
・
対
立
・
緊
張

を
つ
く
り
出
す
当
の
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
他
方
そ
れ
を
通
じ
て
教
師
・
生
徒
関
係
の
対
立
・
緊
張
を
緩
和
す
る
働
き
も
し
て
い
る
だ
ろ

う
。
た
と
え
ば
、
マ
／
ハ
イ
ム
の
言
う
「
学
校
知
識
の
意
味
作
用
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
学
校
知
識
が
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
彼
ら
が

今
の
時
代
を
生
き
る
こ
と
に
関
連
す
る
「
意
味
」
を
実
感
す
る
も
の
と
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
古
い
世
代
の
生
活
経
験
・
経

験
解
釈
枠
組
み
と
、
新
し
い
世
代
の
そ
れ
と
の
対
話
・
交
流
が
、
「
学
校
知
識
の
伝
達
・
獲
得
」
過
程
を
通
じ
て
実
現
し
て
い
る
こ
と
に
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（
4
3
）

な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
制
度
が
規
定
す
る
教
師
と
生
徒
の
非
対
称
的
（
権
限
の
上
・
下
）
関
係
と
そ
こ
に
生
じ
て
い
る
距
離
と
は
、
か
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

ウ
ォ
ー
ラ
ー
が
適
切
に
も
分
析
し
た
よ
う
に
、
「
距
離
が
あ
る
か
ら
指
示
・
命
令
も
が
ま
ん
で
き
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
そ
の
距
離
自
身

が
対
立
・
緊
張
の
顕
在
化
を
回
避
し
て
、
そ
れ
を
隠
蔽
・
潜
在
化
す
る
働
き
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
も
し
今
日
の
日
本
で
、
社
会
変
動
の
激
化
に
よ
る
世
代
の
問
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
く
な
り
、
さ
ら
に
若
い
教
師
採
用
の
激
減
に

よ
っ
て
教
師
．
生
徒
の
世
代
間
ギ
ャ
ッ
プ
が
社
会
一
般
で
よ
り
い
っ
そ
う
広
が
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
教
師
・
生
徒
関
係
を
通
じ
て

展
開
す
る
は
ず
の
「
学
校
知
識
の
伝
達
・
獲
得
」
過
程
に
お
け
る
世
代
間
交
流
実
現
（
そ
れ
が
学
校
知
識
の
意
味
作
用
と
い
う
こ
と
だ

が
）
の
困
難
度
は
、
か
つ
て
よ
り
増
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
世
代
間
の
対
話
・
交
流
を
促
進
・
援
助
す
る
よ
う
に

は
適
切
に
再
文
脈
化
さ
れ
て
い
な
い
学
校
知
識
（
「
適
切
に
は
生
産
さ
れ
て
な
い
知
識
体
系
」
に
も
つ
な
が
る
問
題
だ
が
）
の
あ
り
方
が

存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
起
こ
る
学
校
知
識
の
意
味
作
用
喪
失
の
深
刻
化
と
生
徒
た
ち
の
側
で
の
広
範
な
学
校
知
識
離
脱
化
と
は
、

あ
の
教
師
・
生
徒
関
係
の
対
立
・
緊
張
を
激
化
さ
せ
こ
そ
し
て
も
、
緩
和
の
働
き
は
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
学
校
の
知
識
論
と
世
代
論
と
重
合
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
基
本
的
な
困
難
増
大
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
制
度
規
則
だ

け
を
い
っ
そ
う
厳
し
く
規
定
し
、
監
視
し
、
点
検
す
る
（
違
反
者
へ
の
処
罰
を
含
む
）
こ
と
で
秩
序
維
持
を
は
か
る
方
策
は
、
基
本
的
な

困
難
の
解
決
に
少
し
も
寄
与
し
な
い
で
、
む
し
ろ
意
味
喪
失
と
離
脱
化
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
評
価
規
則
の

主
要
な
適
用
領
域
を
（
今
日
の
「
新
学
力
観
」
の
よ
う
に
）
「
関
心
・
意
欲
・
態
度
」
に
ま
で
拡
張
し
て
、
意
味
喪
失
・
離
脱
を
く
い
止

め
よ
う
と
す
る
方
策
も
ま
た
、
同
様
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
制
度
規
則
お
け
る
教
師
と
生
徒
の
距
離
だ
け
を
近
づ
け
る
方
策
は
、

「
距
離
が
近
い
だ
け
に
か
え
っ
て
我
慢
が
な
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
、
ウ
ォ
ー
ラ
ー
分
析
と
逆
の
効
果
を
生
み
出
し
、
教
師
・
生
徒
関

係
と
学
校
秩
序
と
を
ほ
と
ん
ど
収
拾
の
つ
か
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
可
能
性
も
強
い
の
で
あ
る
（
そ
こ
に
、
今
日
の
小
学
校
に
お
け
る

「
学
級
崩
壊
」
の
要
因
の
一
つ
も
考
え
ら
れ
る
）
。
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こ
こ
で
の
知
見
は
、
学
校
知
識
の
意
味
作
用
と
教
師
・
生
徒
の
世
代
問
関
係
と
は
、
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
だ

か
ら
双
方
で
の
困
難
が
結
び
合
っ
て
い
っ
そ
う
の
困
難
を
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
学
校
秩
序
の
再
構
成
に
生
徒
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

父
母
・
教
職
員
が
直
接
に
参
加
す
る
「
参
加
・
自
治
」
の
方
策
と
、
学
校
知
識
の
意
味
作
用
を
知
識
論
的
に
回
復
す
る
方
策
と
が
、
マ
ン

ハ
イ
ム
が
「
教
師
が
生
徒
に
教
え
ら
れ
る
」
と
い
う
契
機
に
展
望
を
見
い
出
し
て
い
た
世
代
論
的
契
機
と
総
合
的
に
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る

こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
今
日
の
社
会
の
世
代
間
交
流
の
最
前
線
に
あ
る
学
校
に
お
い
て
、
困
難
の
増
大
す
る
中
で
そ
の
交
流
の

回
路
を
探
り
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
無
数
の
現
場
教
師
た
ち
の
経
験
（
「
教
師
が
生
徒
に
教
え
ら
れ
る
」
も
含
む
）
の
中
に
、
生
徒
に
と

っ
て
の
学
校
知
識
の
意
味
作
用
再
生
の
契
機
も
探
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
学
校
知
識
の
再
文
脈
化
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

を
教
師
た
ち
を
は
じ
め
、
生
徒
・
父
母
が
握
れ
る
仕
組
み
（
現
在
の
よ
う
な
官
制
学
習
指
導
要
領
（
8
霞
。
。
Φ
o
討
ε
急
8
）
の
押
し
つ

け
で
な
く
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
経
験
と
契
機
を
総
合
的
に
組
織
化
す
る
こ
と
が
、
学
校
再
生
へ
の
一
つ
の
希
望
で
あ
り
、
展
望
で

あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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1
　、

四
節
、
諸
資
料
に
見
る
「
ム
ー
ト
に
お
け
る
マ
ン
ハ
イ
ム
」

と

英
国
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
知
識
人
グ
ル
ー
プ
「
ム
ー
ト
（
蜜
0
9
）
」
と
マ
ン
ハ
イ
ム

「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
論

　
「
ム
ー
ト
（
ζ
0
9
）
」
と
い
う
名
の
知
識
人
の
非
公
然
グ
ル
ー
プ
が
、
一
九
三
八
～
四
七
年
と
い
う
第
二
次
世
界
大
戦
を
は
さ
ん
だ
約

9
年
間
、
英
国
社
会
で
活
動
し
て
い
た
。
日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
事
実
上
の
母
体
は
、
当
時
『
ク
」
ス
チ

ャ
ン
・
ニ
ュ
ー
ズ
・
レ
タ
ー
』
と
い
う
週
刊
新
聞
を
発
行
し
て
い
た
「
キ
リ
ス
ト
信
仰
と
共
同
生
活
。
委
員
会
」
と
い
う
名
の
キ
リ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

教
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
の
団
体
で
あ
る
。
た
だ
し
「
ム
ー
ト
」
は
、
こ
の
委
員
会
の
下
部
組
織
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
委
員
会
の
事
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務
局
長
で
あ
っ
て
神
学
者
で
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
活
動
家
J
・
H
・
オ
ー
ダ
ム
（
○
匡
訂
ヨ
）
が
主
催
者
と
な
っ
て
組
織
し
た
、
知
識
人
た
ち

に
よ
る
非
公
然
の
研
究
・
討
論
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

　
「
ム
ー
ト
」
に
は
、
若
干
の
出
入
り
は
あ
る
が
約
三
〇
名
ば
か
り
の
か
な
り
著
名
な
英
国
知
識
人
が
参
加
し
て
い
た
。
オ
ー
ダ
ム
の
ほ

か
、
詩
人
の
T
．
S
．
エ
リ
オ
ッ
ト
、
大
学
人
で
は
W
・
モ
バ
リ
ー
や
F
・
ク
ラ
ー
ク
、
B
B
C
放
送
の
E
・
フ
ェ
ン
、
平
和
運
動
家
の

J
．
M
．
マ
リ
ー
、
神
学
者
の
J
。
ベ
イ
リ
ー
、
A
・
ヴ
ィ
ド
ラ
i
、
哲
学
者
の
H
・
A
・
ホ
ッ
ジ
ス
、
な
ど
が
「
ム
ト
ト
」
の
ア
ク
テ

ィ
ヴ
な
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
「
ム
ー
ト
」
は
、
一
九
三
八
年
四
月
か
ら
一
九
四
七
年
一
月
ま
で
、
合
計
二
四
回
の
研
究
会
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
金
曜
夕
刻
に

集
ま
っ
て
月
曜
の
朝
解
散
す
る
3
泊
の
泊
ま
り
が
け
週
末
研
究
会
で
あ
る
。
そ
し
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
倦
す
る
こ
の
時

期
に
、
英
国
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
教
会
は
こ
れ
に
ど
う
対
処
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
戦
時
・
戦
後
の
英
国
、
と
り
わ
け
戦
後
の
社
会
再
建

を
め
ざ
す
の
か
、
こ
れ
が
彼
ら
の
議
論
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
「
ム
ー
ト
」
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
第
二
回
研
究
会
（
一
九
三
八
年
九
月
）
か
ら
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
知
識
人
の

グ
ル
ー
プ
に
、
亡
命
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
学
者
の
マ
ン
ハ
イ
ム
が
ど
う
し
て
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
一
つ
の
謎
が
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

こ
れ
に
は
諸
説
が
あ
り
、
ま
だ
確
実
な
こ
と
は
言
え
な
い
。

　
「
ム
ー
ト
」
研
究
会
の
ほ
と
ん
ど
は
「
記
録
」
が
作
成
さ
れ
て
、
そ
れ
が
「
親
展
（
0
8
a
曾
三
巨
）
」
と
し
て
メ
ン
バ
ー
に
配
布
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

れ
て
い
た
。
表
3
は
、
筆
者
が
存
在
を
確
認
し
た
一
九
回
分
の
記
録
か
ら
、
常
連
の
参
加
者
一
五
名
に
つ
い
て
、
そ
の
「
出
欠
」
「
ぺ
i

。
ハ
ー
提
出
」
「
発
言
回
数
」
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
マ
ン
ハ
イ
ム
と
ム
ー
ト
」
に
つ
い
て
わ
か
る
こ
と
を
整
理
す
る

と
、　

①
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
二
回
目
以
降
全
回
出
席
　
1
　
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
じ
め
て
招
か
れ
た
二
回
目
以
降
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
記
録
の
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記録上の発言回数（第1回～20回まで）

第10回第11回
（19411）（1941．4）

　ペ　　　　ペ
出肇出壌

　ノぐ己　　ノぐ西

席螺席綴
　出　　出

X　一　×　一一

×　一〇●4

0▲5×

0　3×

0　80
0　20

○●150

0100
x　一〇

〇　2×

0180●6

×一〇

〇　80

0　20

ヨ
）
　
　
皇
巳
一
一
ニ
コ
刊
訓
↑
入

第12回
！94L8）

ぺ
出
肇
ノ
マ
日
席
螺
　
出

第13回
L941．12）

ぺ
出
壌
　
ノ
ぐ
日
席
螺
　
出

第14回
1942，3）

出碓ノぐ自

螺
出

第15回
19429）

ぺ
出
壌
ノ
ぐ
西
席
螺
　
出

第16回
且943，1）

ぺ
出
1
．
塞
ノ
、
　
匠
ヨ
席
耀
　
出

第17回
19436）

ぺ
出
逸
ノ
ぐ
日
席
螺
　
出

第18回
194a10）

ぺ
出
壌
　
ノ
ぐ
日
席
耀
　
出

第19回
19441）

ぺ
出
藩
席
耀
　
出

第20回
19446）

ぺ
出
1
警
　
ノ
ぐ
己
席
螺
　
出

一 0　140　190　160　　2 0　13×　　一 ×　　一 X　　一 0　　7

4 0　　5 O　l50　　8 X　　一 ×　　一 ×　　一 0　11O●6 ×　　一

一 0　　6 ○▲6×　　一 0　　1 ×▲一 0　　1 ×▲一 ×　　一 ×▲一

一 0　　0 0　　2 0　　0 ×　　一 0　　4 0　　0 0　　3 0　　0 ○▲1

2 ○●12 ○▲14 ○▲14 ○▲6○▲14 ○●12 ○●15 O●7 ○●8

1 X　　一 0　　2 0　　4 0　　0 0　　3 0　　1 X　　一 ×　　一 ×　　一

7 ○●23 ○●38 ○●35 ○▲12 ○●16 0　　7 ○▲17 0　　6 0　　8

5 0　　7 0　150　110　　2 0　　9 X　　一 ×　　一 0　　6 0　　5

7 ×　　一 0　21 ×　　一 0　　1 X▲一×▲一 ×　　一 ×　　一 ×　　一

一 0　　2 △　　2 X　　一 ×　　一 ×　　一 ×　　一 ×　　一 ×　　一 ×　　一

6 0　180　280　370　　2 0　20○▲8
●0　24▲

○▲21 0　11

0 X　　一 0　　0 ×　　一 0　　0 X　　一 O　　O 0　　0 0　　0 0　　0

1 O　　l ○▲16 0　　6 ×　　一 0　　5 ×▲一 ○▲50　　7 ×　　一

4 0　　2 ×▲一 ○●10 ○▲10　　7 0　　5 0　100　　4 ○●6
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　　　表3“ムート”の会合への常連メンパーの出欠，ぺ一パー提出の有無，

　現時点で手元に
　会合記録コ

　ピーのあ
　　る回

5名の相

的に熱心な

席者

第1回
1938．4）

出肇ノマ匠ヨ

螺
出

第2回
1938．9）

出肇ノマ自

螺
出

第3回
19391）

出壌ノぐ日

螺
出

第4回
1939，4）

出肇ノ寸巨i

螺
出

第5回
19399）

出1警ノぜ己

螺
出

第6回
1939，11）

ぺ
出
肇
ノ
ぐ
目
席
耀
出

第7回
19402）

出嘩ノぐ…き

螺
出

第8回
19404）

出嘩ノf目

螺
出

第9回
1940，7）

出嘩ノぐ員

綴
出

J．Baillie 0　　5 ○▲22 ○▲24 0　　6 0　　1

〈

X　　一 ×　　一 X　　一

F．Clarke 0　120　　7 0　12

TS．Eliot Q　7 ○▲11 0　　7 ○▲50　　1

記
録
な
し
〉

×　　一 0　　7 0　　3

E，Fenn 0　　1 0　　1 0　　2 0　　2 0　　2 0　　2 X　　一 0　　2

H．A．Hodges 0　　3 O▲7
●0　12▲

○●50　　3 ×●一 0　　3 0　12

E．Iredale 0　　0 0　　2 0　　5 0　　6 ○▲2 ×　　一 0　　3 0　　0

A．Lowe 0　　6 ○▲13 ○▲14 ×　　一 0　　1 ○●26 ○●20 X　　一

KMannheim ○▲6
●0　21▲

O●21 0　　1 0　250　180　18

W．H．Moberly 0　100　210　20○▲16 0　　4 ○●24 0　100　12

J，M，Murry 0　　8 ○●29 ○▲22 ×　　一 0　　2 0　23○▲18 0　10

W．Oakeshott 0　　3 ×　　一 ×　　一 ×　　一 X　　一 0　　2 0　　6

J．H．0】dham 0　　3 ○●42 ○▲45
▲0　36▲

○▲2 0　340　27○●26

MaryOldham 0　　0 0　　0 0　　0 0　　0 0　　0 0　　0 0　　0 0　　0

G．Shaw 0　150　100　　7 0　　2 0　100　　5 ×　　一

AR．Vidier ○▲11 ○▲5○▲10 0　　1 0　　5 0　　5 0　　4

出席1　0出席　　　　　　　　　ペーパー提出：　●フル・ペーパー提出

　　△部分出席　　　　　　　　　　　　　　▲コメント，ドラフト，手紙等提出

　　x欠席
欄の斜線はまだメンバーではなかった，ないしメンパーでなくなったことを示す．
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あ
る
限
り
す
べ
て
出
席
し
て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
死
亡
後
の
最
終
回
は
欠
席
）
。
こ
の
表
と
は
別
の
オ
ー
ダ
ム
に
よ
る
出
欠
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

　
エ
ッ
ク
・
リ
ス
ト
で
も
7
年
間
全
出
席
は
確
認
さ
れ
る
。
全
回
出
席
は
主
催
者
の
オ
ー
ダ
ム
以
外
で
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
だ
け
で
あ
り
、

　
常
連
メ
ン
バ
ー
の
中
で
も
最
も
熱
心
な
参
加
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

②
、
著
し
い
発
言
回
数
　
－
　
出
席
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
表
3
に
見
る
よ
う
に
、
各
回
の
議
論
で
彼
は
実
に
回
数
多
く
発
言

　
し
、
幾
度
も
討
論
の
中
心
的
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
英
語
を
話
す
の
が
「
不
得
意
」
で
自
分
で
も
そ
れ
を
「
気
に
し
て
い
た
」
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
れ
る
マ
ン
ハ
イ
ム
が
、
で
あ
る
。
彼
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
か
に
こ
の
知
識
人
グ
ル
ー
プ
に
暖
か
く
迎
え
入
れ

　
ら
れ
た
か
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。

③
、
2
回
に
1
回
は
ぺ
ー
パ
ー
な
い
し
コ
メ
ン
ト
提
出
　
1
　
「
記
録
」
の
な
い
第
六
回
に
マ
ン
ハ
イ
ム
は
ぺ
ー
パ
ー
を
出
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
、
二
回
～
二
一
二
回
ま
で
の
2
2
回
で
8
本
の
ぺ
ー
パ
ー
（
そ
れ
ら
は
計
9
回
の
研
究
会
で
議
論
さ
れ
た
）

　
と
4
つ
の
コ
メ
ン
ト
を
「
ム
ー
ト
」
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
常
連
参
加
者
の
中
で
も
哲
学
者
ホ
ッ
ジ
ス
と
並
ぶ

　
熱
心
さ
で
あ
る
。

66

彼
が
一
九
三
八
年
の
末
に
執
筆
し
て
、
第
三
回
の
「
ム
ー
ト
」
研
究
会
（
一
九
三
九
年
一
月
）
に
向
け
て
事
前
提
出
し
た
論
文
「
自
由
の

た
め
の
計
画
（
瞑
き
三
畠
8
『
即
Φ
＆
o
ヨ
）
」
（
タ
イ
プ
刷
り
一
九
ぺ
ー
ジ
）
は
、
と
り
わ
け
大
き
な
影
響
を
与
え
て
、
「
自
由
の
た
め

の
計
画
」
と
い
う
言
葉
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
共
通
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
「
現
代
社
会
の
危
機
を
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
抗
し
民
主

主
義
を
擁
護
す
る
立
場
で
、
〈
自
由
の
た
め
の
計
画
〉
の
方
向
で
乗
り
切
る
社
会
再
建
を
め
ざ
す
」
と
い
う
マ
｝
、
ハ
イ
ム
の
時
代
診
断
と

計
画
論
が
、
「
ム
ー
ト
」
の
基
礎
理
論
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
じ
つ
は
マ
ン
ハ
イ
ム
が
「
ム
ー
ト
」
に
出
会
う
以
前
に
お
い
て
、
こ
の
亡
命
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
学
者
は
、
英
国
社
会
学
研
究
界
で
は
必
ず
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し
も
彼
の
自
己
意
識
ほ
ど
に
は
評
価
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
L
S
E
社
会
学
部
門
の
主
任
教
授
で
当
時
の
英
国
に
お
け
る
た
っ
た
一
人
の
社
会

学
教
授
で
あ
っ
た
M
・
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
と
、
研
究
方
向
で
も
、
個
人
的
事
情
で
も
激
し
く
対
立
し
て
、
英
国
社
会
学
研
究
界
で
は
孤
立
し

　
　
　
　
　
（
5
3
）

て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
「
ム
i
卜
」
の
メ
ン
バ
ー
と
の
交
流
は
、
英
国
社
会
に
彼
が
根
を
下
ろ
す
上

で
、
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
う
。

　
そ
れ
に
こ
の
時
期
、
英
語
で
書
か
れ
た
彼
の
最
も
重
要
な
二
つ
の
書
物
は
、
「
ム
i
卜
」
へ
提
出
し
た
ぺ
ー
パ
ー
を
発
展
さ
せ
、
あ
る

い
は
そ
の
重
要
部
分
と
し
て
収
録
し
て
い
る
。
『
人
間
と
社
会
』
の
ド
イ
ッ
語
版
（
お
。
。
㎝
）
に
増
補
し
た
英
語
版
（
一
罐
O
）
の
「
社
会
計

画
論
」
の
部
分
、
そ
し
て
『
現
代
の
診
断
』
（
一
〇
畠
）
の
う
ち
の
4
つ
の
章
が
そ
れ
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
先
の
一
節
の
図
1
で
「
第

二
の
方
向
」
と
し
た
「
大
衆
社
会
論
」
か
ら
分
岐
し
て
「
社
会
計
画
論
」
「
社
会
的
教
育
論
」
へ
と
展
開
し
て
い
く
筋
は
、
あ
る
知
識
人

グ
ル
ー
プ
で
高
く
評
価
さ
れ
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
そ
こ
を
場
に
し
て
熱
心
に
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
事
情
と
切
り
離
し
て
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
大
衆
社
会
分
析
か
ら
「
社
会
計
画
、
社
会
的
教
育
」
へ
向
か
う
、
政
策
的
志
向
を
持
っ
た
あ
る
種
の

社
会
的
実
践
論
．
計
画
的
戦
略
論
の
展
開
は
、
「
ム
ー
ト
（
ζ
0
9
）
」
と
と
も
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
英
国
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
知
識
人
グ
ル

ー
プ
．
ム
ー
ト
に
あ
た
た
か
く
歓
迎
さ
れ
、
彼
の
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
の
議
論
が
た
ち
ま
ち
熱
烈
な
ま
で
に
支
持
・
受
容
さ
れ
て
、

マ
ン
ハ
イ
ム
自
身
も
、
こ
の
会
に
異
常
な
ほ
ど
の
熱
心
さ
で
参
加
し
て
行
く
、
そ
の
よ
う
な
特
別
の
関
係
構
成
が
、
彼
の
こ
の
時
期
の
理

論
展
開
に
と
っ
て
「
場
」
で
も
あ
り
、
「
条
件
」
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
英
国
社
会
学
の
世
界
で
相
対
的
に
孤
立
し
て
い
た

と
推
測
さ
れ
る
亡
命
知
識
人
マ
ン
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
、
ム
i
ト
は
そ
れ
だ
け
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
ム
ー
ト
に
と
っ
て
も
、

マ
ン
ハ
イ
ム
は
決
定
的
に
重
要
な
現
代
社
会
理
論
家
で
あ
っ
た
。
じ
っ
さ
い
、
一
九
四
七
年
一
月
で
ム
ー
ト
は
そ
の
研
究
会
の
幕
を
閉
じ

　
　
　
　
　
、
、
）
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

る
の
で
あ
る
カ
　
そ
れ
は
そ
の
直
前
、
一
月
九
日
に
マ
ン
ハ
イ
ム
が
急
死
し
た
こ
と
が
主
要
な
理
由
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に

マ
ン
ハ
イ
ム
あ
っ
て
の
ム
i
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
は
、
ム
ー
ト
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
、
ム
ー
ト
の
活
動
方
向
に
現
代
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社
会
理
論
的
な
基
礎
を
与
え
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
「
ム
ー
ト
の
た
め
の
理
論
活
動
」
を
精
力
的
に
展
開
（
毎
回
の
よ
う
に
ぺ

ー
パ
ー
や
コ
メ
ン
ト
を
提
出
）
す
る
位
置
に
自
ら
を
置
い
た
こ
と
に
な
る
。
先
の
図
1
の
「
第
二
方
向
」
（
大
衆
社
会
分
析
か
ら
「
社
会

計
画
、
社
会
的
教
育
」
へ
向
か
う
）
は
、
ま
さ
に
「
ム
ー
ト
に
お
け
る
、
ム
！
ト
の
た
め
の
議
論
」
と
し
て
発
展
．
展
開
し
て
い
っ
た
も

の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

2
、
『
人
間
と
社
会
』

ド
イ
ツ
語
版
か
ら
英
語
版
へ
（
そ
の
ー
）

i
「
大
衆
社
会
論
か
ら
社
会
計
画
論
へ
」
か
？

　
と
こ
ろ
で
、
後
期
マ
ン
ハ
イ
ム
の
主
著
と
さ
れ
る
『
変
革
期
に
お
け
る
人
間
と
社
会
』
は
、
そ
れ
自
身
が
著
者
と
同
じ
く
な
か
な
か
に

数
奇
な
運
命
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
ず
一
九
三
五
年
に
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
か
ら
ド
イ
ッ
語
版
で
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
マ
ン

ハ
イ
ム
は
英
国
に
亡
命
し
、
L
S
E
社
会
学
部
門
の
レ
ク
チ
ャ
ラ
ー
職
を
得
て
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
講
義
．
講
演
を
英
国
で
行
っ
て
い

た
と
は
言
え
、
L
S
E
の
ポ
ス
ト
は
ま
だ
恒
常
的
な
も
の
で
は
な
く
（
［
資
料
1
］
の
履
歴
書
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
九
三
八
年
に
。
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

ー
マ
ネ
ン
ト
な
も
の
と
な
っ
た
）
、
ま
た
米
国
か
ら
の
誘
い
も
あ
っ
て
、
ま
だ
英
国
へ
の
定
住
を
決
め
て
は
い
な
い
時
期
で
あ
る
。

　
表
4
は
、
『
人
間
と
社
会
』
の
ド
イ
ッ
語
版
と
英
語
版
と
を
、
目
次
の
大
項
目
だ
け
対
照
し
、
原
著
に
お
け
る
各
項
目
の
ぺ
ー
ジ
数
を

そ
の
右
に
記
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
の
大
衆
社
会
分
析
と
し
て
有
名
な
ド
イ
ッ
語
版
の
1
部
．
H
部
は
、
じ
つ
は
初
出
と
し

て
は
、
い
ず
れ
も
英
語
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
L
S
E
で
客
員
レ
ク
チ
ャ
ラ
ー
と
な
っ
た
翌
年
（
一
〇
G
。
“
）
、
同
じ
ロ
ン
ド
ン
大

学
の
ベ
ド
フ
ォ
ー
ド
・
カ
レ
ッ
ジ
で
行
わ
れ
た
「
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
記
念
講
義
」
で
、
そ
れ
が
（
本
論
文
末
尾
の
マ
ン
ハ
イ
ム
著
作
，
論
文
リ

ス
ト
に
あ
る
よ
う
に
）
同
名
の
論
文
と
し
て
新
聞
発
表
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
、
L
S
E
で
一
九
三
四
年
に
行
っ
た
公
開
講
演
「
文
化
の

危
機
の
社
会
的
諸
原
因
（
ω
0
9
巴
O
窪
8
ω
o
＝
冨
9
邑
ω
9
0
三
ε
お
）
」
が
、
当
時
の
英
国
で
唯
一
の
社
会
学
雑
誌
で
あ
っ
た
『
社
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　表4　マンハイム『人間と社会』のドイッ語版と英語版の内容構成比較

〈ドイッ語『人間と社会』（1935）の構成＞

　　　　　　　［ぺ一ジ分量］
・まえがき（Vorwort）　　　　（2S）

・テーマヘの接近（Zugang　zum

Thema）　　　　　　　　　　　（10S）

・1部，現代社会における合理的

要素と非合理的要素　　　　　（46S）

（Rationale　und　Irrationale

Elemente　in　Unserer　Gesellschaft）

・H部，現代の文化危機の社会的

諸原因　　　　　　　　　　（36S）

（Die　Soziologischen　Ursachen

Der　gegenwartigen　Kulturkrise）

・皿部，計画の段階における思考

　　　　　　　　（115S）
（Das　Denken　auf　der　Stufe　der

PLanung）

〈英語版『人間の社会』（1940）の構成〉

　　　　　　　〔ぺ一ジ分彙］
・謝辞（Acknowledgement）　　（2p）
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会
学
評
論
（
↓
ぎ
ω
o
o
す

δ
四
8
一
刃
Φ
≦
①
≦
）
』
に
、

論
文
「
大
衆
民
主
主
義
と
専

制
政
治
の
時
代
に
お
け
る
文

化
の
危
機
（
↓
冨
9
巨
ω

O
h
O
三
葺
『
Φ
冒
葺
Φ
国
建

O
コ
≦
m
o
o
ω
－
O
O
ヨ
O
O
茜
O
曲
Φ
の

き
α
＞
三
巽
O
言
窃
）
」
と
し

て
や
は
り
英
文
で
発
表
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
を
マ
ン
ハ
イ

ム
自
身
が
ド
イ
ッ
語
で
大
幅

に
増
補
し
た
形
で
、
こ
の
ド

イ
ツ
語
版
の
1
部
・
H
部
が

出
来
上
が
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

英
語
版
『
人
間
と
社
会
』
の

1
部
・
H
部
は
、
そ
れ
を
さ

ら
に
、
あ
の
『
イ
デ
オ
ロ
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
9

i
と
ユ
！
ト
ピ
ア
』
の
英
訳
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者
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ル
ズ
の
手
に
よ
っ
て
英
訳
し
、
著
者
自
身
が
校
訂
し
た
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
一
九
三
三
年
の
追
放
・
亡
命
と
い
う
体
験
の
翌
々
年
の
出
版
で
あ
る
ド
イ
ッ
語
版
『
人
間
と
社
会
』
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共

和
国
か
ら
ナ
チ
ス
体
制
へ
と
い
う
激
変
の
ド
イ
ッ
で
の
経
験
を
、
「
大
衆
社
会
の
危
機
」
と
し
て
分
析
し
た
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
社
会

学
者
に
よ
る
体
験
分
析
を
英
国
社
会
で
も
ま
ず
求
め
ら
れ
た
、
そ
れ
に
応
え
る
講
演
や
論
文
発
表
を
一
書
に
ま
と
め
て
、
追
放
さ
れ
た

「
第
二
の
祖
国
」
ド
イ
ッ
の
外
側
か
ら
、
ド
イ
ッ
社
会
へ
向
け
て
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
こ
の
書
に
は
、
「
ド
イ
ッ
に
あ
る
わ
が

師
と
弟
子
た
ち
へ
」
と
い
う
献
辞
が
、
内
扉
と
ま
え
が
き
と
の
間
の
ぺ
ー
ジ
に
つ
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
書
物
の
作
り
方
の
中
に
、
三

〇
年
代
半
ば
の
マ
ン
ハ
イ
ム
の
関
心
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
あ
り
よ
う
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
と
思
う
。

　
表
4
の
左
・
右
で
ぺ
ー
ジ
数
に
若
干
の
差
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
両
版
の
編
集
上
の
こ
と
で
、
英
語
版
の
H
部
に
「
注
記
」
の
追
加
が
見

ら
れ
る
他
は
、
こ
の
有
名
な
大
衆
社
会
分
析
で
あ
る
1
部
、
H
部
に
つ
い
て
は
内
容
上
の
大
き
な
変
更
は
な
い
。

　
し
か
し
、
1
部
・
1
部
の
他
に
、
ド
イ
ッ
語
版
に
は
書
き
下
ろ
し
で
し
か
も
前
の
二
つ
を
合
わ
せ
た
よ
り
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
あ
る
「
計
画

の
段
階
に
お
け
る
思
考
（
∪
霧
O
Φ
爵
讐
き
盆
巽
ω
ε
h
Φ
q
段
霊
き
巨
閃
）
」
と
い
う
題
の
皿
部
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
い

ろ
ん
な
意
味
で
重
要
な
も
の
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
「
計
画
（
霊
き
彗
σ
q
も
一
き
巳
轟
）
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
マ
ン
ハ
イ
ム
の

理
論
体
系
の
中
心
部
に
登
場
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
。
ま
た
そ
れ
を
、
単
に
政
策
の
こ
と
が
ら
と
し
て
で
な
く
「
思
考
（
U
窪
ぎ
P

睾
o
轟
耳
）
」
の
問
題
と
し
て
考
察
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
。
だ
か
ら
三
五
年
の
ド
イ
ッ
語
版
が
「
大
衆
社
会
分
析
」
で
、
英
国
で
の

体
験
を
踏
ま
え
た
四
〇
年
の
英
語
版
が
そ
れ
に
社
会
計
画
論
を
大
幅
増
補
し
た
と
理
解
す
る
と
、
英
語
版
の
序
論
・
V
部
・
W
部
に
は
ぴ

っ
た
り
話
が
合
う
の
だ
が
、
こ
の
皿
部
（
英
語
版
で
は
W
部
）
に
は
話
が
合
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
現
代
大
衆
社
会
の
非
合
理
性
と
文
化
的
危
機
を
（
主
と
し
て
ド
イ
ッ
社
会
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
）
分
析
し
た
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
そ
こ

で
同
時
に
、
そ
の
現
代
社
会
状
況
の
中
に
あ
る
必
然
的
な
歴
史
発
展
方
向
と
、
そ
れ
に
適
合
す
る
人
間
の
思
考
の
あ
り
方
と
を
掬
い
出
そ
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う
と
し
た
。
そ
れ
が
「
計
画
（
℃
一
磐
毒
α
q
）
」
と
い
う
現
実
動
向
と
思
考
の
あ
り
方
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
提
起
さ
れ
た
計
画
論
に
お

け
る
マ
ン
ハ
イ
ム
の
強
調
点
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
お
よ
そ
次
の
諸
点
で
あ
ろ
う
。

　
①
、
「
計
画
」
は
、
人
類
社
会
の
発
展
の
今
日
的
段
階
に
対
応
す
る
、
あ
る
思
考
の
あ
り
方
で
あ
る
　
　
じ
っ
さ
い
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ

れ
ば
、
人
類
の
思
考
発
展
に
つ
い
て
3
つ
の
段
階
を
区
別
で
き
る
。

　
　
イ
、
試
行
錯
誤
に
よ
る
偶
然
の
発
見
（
コ
呂
雪
噛
9
き
8
急
ω
8
＜
①
曼
）
の
段
階

　
　
ロ
、
系
統
的
な
追
究
に
よ
る
発
明
（
国
葺
＆
§
α
q
」
ヨ
Φ
三
ぎ
の
）
の
段
階

　
　
ハ
、
諸
領
域
の
相
互
関
係
を
見
通
し
た
計
画
（
霊
き
5
閃
も
一
塁
三
口
σ
q
）
の
段
階

近
代
科
学
の
分
析
的
指
向
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
逆
の
方
向
で
は
な
い
か
（
そ
う
い
う
批
評
も
あ
る
）
と
も
思
わ
れ
る
こ
の
人
類
思
考
発

展
段
階
論
に
は
、
歴
史
主
義
的
知
識
社
会
学
が
持
っ
て
い
た
あ
の
「
総
体
性
（
↓
o
邑
試
け
）
」
の
指
向
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
社
会
の
個
別
領
域
で
の
活
動
と
個
別
領
域
で
の
系
統
的
な
目
標
追
求
、
そ
れ
に
対
応
す
る
系
統
的
で
個
別
的
な
「
発
明
」
と
い
う
思

考
の
段
階
、
そ
れ
が
現
代
で
は
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
個
別
の
領
域
は
、
他
の
領
域
と
の
関
連
、
ま
た
そ
れ
ら
諸
関
連
の
全
体

に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
社
会
の
「
動
態
的
な
多
次
元
構
造
」
と
呼
ん
で
い
る
。
知
識
社
会
学
に
お
い

て
、
個
別
科
学
の
相
対
性
と
総
体
性
指
向
と
し
て
語
ら
れ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
、
個
別
活
動
領
域
で
の
個
別
目
標
追
求
指
向
を
相
対
化

す
る
、
諸
領
域
の
相
互
関
係
を
見
通
し
た
「
計
画
的
思
惟
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　
②
、
多
次
元
動
態
の
な
か
の
「
計
画
」
ー
マ
ン
ハ
イ
ム
は
「
創
設
（
9
琶
3
P
。
ω
富
σ
房
三
コ
α
q
）
」
と
「
計
画
」
と
「
管
理
（
＜
㊦
暑
甲

一
9
轟
－
区
ヨ
三
筥
惹
二
畠
）
」
と
を
相
互
に
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
も
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
計
画
は
、
植
民
都
市
を
築
く
よ

う
に
、
ま
っ
た
く
新
た
な
設
計
と
新
た
な
材
料
で
「
創
設
」
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
計
画
は
社
会
の
現
状
を
前
提
と
す
る
。
そ

し
て
こ
れ
ま
で
個
別
領
域
の
活
動
に
任
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
重
大
な
齪
齪
が
生
じ
て
い
る
問
題
を
、
諸
領
域
相
互
関
係
の
見
通
し
の
下
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に
新
た
に
組
み
込
ん
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
「
計
画
」
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
計
画
は
、
非
政
治
化
し
組
織
さ

れ
た
「
管
理
」
と
も
違
っ
て
、
ま
だ
統
御
さ
れ
て
い
な
い
領
域
に
新
た
に
働
き
か
け
て
、
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
い
う
営
み
で

あ
る
。
ま
さ
に
、
社
会
の
多
次
元
動
態
の
中
で
生
き
て
働
く
の
が
「
計
画
」
で
あ
る
。

　
③
、
「
計
画
」
は
、
思
考
で
あ
る
と
同
時
に
行
動
、
社
会
へ
の
働
き
か
け
で
あ
る
と
同
時
に
人
間
変
革
へ
の
働
き
か
け
1
右
の
よ
う

な
意
味
で
の
計
画
は
、
一
つ
の
「
戦
略
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
単
な
る
思
考
で
は
な
く
、
働
き
か
け
る
意
思
と
そ
の
行
為
と
を
含
む
も

の
で
あ
る
。
ま
た
計
画
の
戦
略
は
、
社
会
の
再
編
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
行
動
・
意
識
・
思
考
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で

は
、
社
会
の
再
建
可
能
性
と
人
間
の
改
造
可
能
性
と
が
、
相
互
に
条
件
と
も
な
り
目
標
と
も
な
る
表
裏
一
体
の
関
係
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
。

　
こ
の
ド
イ
ッ
語
版
皿
部
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
論
述
に
初
め
て
「
計
画
」
と
い
う
こ
と
が
登
場
し
た
も
の
で
、
そ
れ
は
歴
史
主
義
的
知
識

社
会
学
か
ら
、
現
代
社
会
分
析
に
立
つ
社
会
計
画
理
論
へ
の
展
開
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
際
に
、
そ
れ
が
フ
ァ
シ
ズ

ム
体
験
分
析
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
社
会
変
動
が
伴
う
思
考
の
転
換
、
そ
れ
に
働
き
か
け
る
社
会
的
行
動
様
式
の
転
換
と
し
て
提
出
さ
れ

て
、
そ
れ
が
後
期
マ
ン
ハ
イ
ム
を
貫
く
筋
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

3
、
『
人
間
と
社
会
』
ド
イ
ツ
語
版
か
ら
英
語
版
へ
（
そ
の
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
現
代
社
会
に
お
け
る
「
業
績
主
義
」
と
「
競
争
」
問
題
の
把
握

　
と
こ
ろ
で
、
『
人
間
と
社
会
』
の
有
名
な
現
代
大
衆
社
会
分
析
の
中
で
も
、
日
本
の
教
育
研
究
の
世
界
で
は
「
H
部
、
現
代
の
文
化
危

機
の
社
会
的
諸
原
因
」
の
な
か
の
「
エ
リ
ー
ト
の
選
択
原
理
の
諸
変
化
」
の
箇
所
が
注
目
さ
れ
、
た
び
た
び
引
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で

マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
歴
史
的
に
「
血
統
（
国
三
噂
げ
一
〇
9
）
」
「
財
産
（
田
ω
凶
貫
冥
8
震
受
）
」
「
業
績
（
器
翼
…
α
q
』
9
一
①
奉
ヨ
雪
一
）
」
に
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そ
れ
ぞ
れ
基
づ
く
選
択
と
い
う
三
つ
の
原
理
を
見
い
出
せ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
い
ろ
ん
な
時
代
に
、
相
互
に
あ
る
程
度
重
な
っ
て

エ
リ
ー
ト
選
択
に
働
い
て
い
る
が
、
何
が
主
要
な
原
理
に
な
る
か
と
い
う
点
で
の
歴
史
的
交
替
（
血
統
↓
財
産
↓
業
績
と
い
う
）
も

見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
続
く
展
開
に
お
い
て
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
こ
の
面
で
の
最
近
の
脅
威
が
、
ナ
チ
ス
の
ユ
ダ
ヤ

人
迫
害
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
業
績
原
理
が
突
如
放
棄
さ
れ
、
大
衆
的
な
血
統
原
理
（
人
種
原
理
）
が
支
配
し
た
問
題
に
あ
る
と
し
て
、

こ
れ
を
批
判
的
に
分
析
し
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
一
連
の
論
脈
の
な
か
で
「
わ
れ
わ
れ
は
、
業
績
だ
け
に
基
づ
い
て
選
択
が
行
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
開
か
れ
た
大
衆
社
会
に
お

い
て
エ
リ
ー
ト
の
選
択
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
明
瞭
な
観
念
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
」
と
い

う
一
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
つ
の
原
理
の
い
か
ほ
ど
か
の
重
な
り
の
中
で
現
実
の
エ
リ
ー
ト
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
も

し
そ
の
内
の
流
動
要
素
で
あ
る
業
績
原
理
だ
け
に
な
っ
た
場
合
、
と
い
う
想
定
を
し
た
も
の
で
（
そ
の
よ
う
な
想
定
の
未
来
小
説
風
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

分
析
と
し
て
M
・
ヤ
ン
グ
の
『
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
』
を
思
い
出
す
が
）
、
こ
の
文
章
か
ら
直
ち
に
マ
ン
ハ
イ
ム
が
現
代
社
会
に
お
け
る
業

績
主
義
に
ま
つ
わ
る
問
題
に
何
の
関
心
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。

　
業
績
主
義
問
題
の
具
体
的
表
れ
で
あ
る
、
個
人
間
の
「
競
争
」
の
問
題
、
ま
た
社
会
階
層
に
よ
る
教
育
機
会
の
事
実
上
の
不
平
等
問
題

に
つ
い
て
、
後
期
マ
ン
ハ
イ
ム
著
作
・
論
文
の
各
所
に
彼
の
言
及
が
あ
る
。
た
と
え
ば
そ
の
一
つ
、
「
競
争
（
8
ヨ
B
葺
凶
9
）
」
に
つ
い

て
、
英
語
版
『
人
間
と
社
会
』
の
索
引
で
は
一
九
の
箇
所
指
示
が
見
い
出
せ
る
が
、
そ
の
内
二
か
所
が
大
衆
社
会
分
析
に
、
三
か
所
が
計

画
的
思
考
に
、
残
り
の
一
四
か
所
が
社
会
計
画
論
に
該
当
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
大
衆
社
会
分
析
で
は
ま
だ
あ
ま

り
問
題
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
「
競
争
」
問
題
は
、
計
画
的
思
惟
に
お
い
て
は
「
闘
争
と
競
争
」
の
激
化
を
計
画
に
よ
っ
て
規
制
す
る
時

代
の
問
題
と
し
て
語
ら
れ
、
つ
い
で
三
〇
年
代
末
か
ら
四
〇
年
の
社
会
計
画
論
で
は
、
「
競
争
と
規
制
」
「
競
争
と
協
同
」
「
競
争
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
・
圧
力
が
人
格
に
も
た
ら
す
も
の
」
「
競
争
狂
（
神
経
病
的
競
争
性
）
」
な
ど
の
点
が
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
い
る
。
と
く
に
個
人
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間
の
競
争
の
激
化
が
個
人
の
人
格
に
も
た
ら
す
否
定
的
影
響
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
ど
う
制
御
す
べ
き
か
、
で
き
る
か
、
し
て
い
く
か
」

が
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
後
の
遺
稿
集
第
一
巻
『
自
由
、
権
力
、
民
主
的
計
画
』
で
は
、
「
社
会
的
教
育
」
の
一
環
と

し
て
の
独
自
の
競
争
論
へ
と
結
実
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
筆
者
自
身
の
こ
の
二
〇
年
の
「
競
争
の
教
育
」
分
析
・
批
判
の
仕
事
の
原
点
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
過
度
の
競
争
を
い
か
に
し
て
制
御
し
得
る
か
は
、
社
会
計
画
論
時
代
の
マ
ン
ハ
イ
ム
の
一
貫
し
た
課
題
意
識
の
重

要
な
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

4
、
『
人
間
と
社
会
』
ド
イ
ツ
語
版
か
ら
英
語
版
へ
（
そ
の
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ム
ー
ト
提
出
論
文
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
と
英
語
版
『
人
間
と
社
会
』
増
補
部
分

　
と
こ
ろ
で
ド
イ
ッ
語
版
の
皿
部
の
内
容
に
す
で
に
計
画
論
の
骨
格
が
あ
る
と
す
る
ば
、
英
語
版
に
は
新
鮮
味
が
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る

が
、
そ
う
で
は
な
い
。
表
4
で
、
社
会
計
画
論
と
し
て
増
補
さ
れ
た
部
分
は
、
序
論
「
社
会
再
建
時
代
の
意
義
」
、
V
部
「
目
由
の
た
め

の
計
画
」
、
W
部
「
計
画
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
自
由
」
の
三
か
所
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ぺ
ー
ジ
数
に
し
て
も
ド
イ
ッ
語
版
か
ら
の
翻
訳

部
分
を
上
回
っ
て
い
る
。
内
容
で
見
て
も
そ
こ
に
は
、

74

イ
、
目
由
放
任
と
全
体
主
義
と
の
い
ず
れ
も
採
ら
な
い
「
第
三
の
道
」
と
し
て
、
社
会
再
建
の
計
画
論
を
押
し
出
し
た
。
そ
の
際
自

　
由
放
任
が
行
き
詰
ま
っ
て
、
「
計
画
」
が
（
つ
ま
り
社
会
的
統
制
が
）
不
可
避
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
全
体
主
義
的
計
画
で

　
よ
ヂ
＼
E
Σ
曽
蔦
E
E
舅
ニ
ヨ
白
を
荏
箋
卜
5
こ
5
）
十
町
、
δ
y
；
多
≧
、
ミ
享
）
）
』
）
…
＝
ぎ
£
ナ
τ
f
罫
～
よ
、
、
二
、

　
じ
ナ
，
く
　
　
一
、
⊂
こ
些
「
～
一

＝
二
一
一
軽
（
F
「
E
7
‘
叢
多
既
て
・
．
！
、
－
7
δ
σ
言
ロ
匪
　
　
ト
一
p
＝
＝
＝
p
α
p
（
一
↑
一
ぐ
ぐ
仁
（
一
＝
　
「
ナ

匹
オ
O
ノ
，
↓
プ
、
し
　
　
（
し

　
う
立
場
を
は
っ
き
り
と
打
ち
出
し
た
。

ロ
、
「
歴
史
的
な
い
し
社
会
学
的
心
理
学
（
竃
誓
曾
ざ
巴
o
ヨ
9
互
o
α
q
ざ
巴
冨
旨
ぎ
δ
讐
）
」
を
、
崩
壊
と
再
建
の
焦
点
と
し
て
の



カール・マンハイムの社会学と教育理論

「
社
会
と
人
間
」
と
を
貫
く
認
識
枠
組
み
と
し
て
押
し
出
し
た
。
現
在
そ
の
よ
う
な
科
学
は
存
在
し
な
い
が
、
こ
と
が
ら
を
狭
く

個
人
の
心
理
・
行
動
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
心
理
学
・
精
神
分
析
の
知
見
と
社
会
学
の
成
果
と
を
結
び
付
け
た
枠
組
み

が
、
問
題
認
識
の
た
め
に
も
、
見
通
し
の
た
め
に
も
求
め
ら
れ
て
お
り
、
た
と
え
当
面
は
厳
密
さ
を
欠
い
て
も
そ
の
方
向
に
進
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
社
会
学
者
の
時
代
へ
の
応
答
と
任
務
意
識
が
そ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

ハ
、
「
社
会
的
技
術
（
ω
o
。
芭
8
3
三
ρ
5
）
」
概
念
を
「
人
間
の
行
動
と
社
会
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
を
そ
の
究
極
の
目
標
と
す
る

実
践
作
用
の
総
称
」
と
定
義
し
て
、
そ
れ
が
す
で
に
「
宣
伝
」
「
説
得
」
「
組
織
」
「
教
育
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
技
術
と
し
て

存
在
し
、
そ
れ
ら
が
現
代
社
会
の
ま
す
ま
す
重
要
な
要
素
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
の
「
計
画
」
も
可
能
に
な

　
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
利
用
の
危
険
性
と
可
能
性
な
ど
な
ど
の
論
点
を
、
そ
こ
に
お
け
る
統
制
と
自
由
と
の
関
係
と
い
う
問

題
と
と
も
に
提
起
し
た
。

二
、
人
間
の
行
動
と
人
格
と
に
社
会
的
な
レ
ベ
ル
で
直
接
・
間
接
に
働
き
か
け
る
方
法
に
つ
い
て
も
、
直
接
的
方
法
（
習
慣
、
禁
止
、

雛
型
提
示
、
褒
美
、
懲
罰
な
ど
）
、
間
接
的
方
法
（
非
組
織
大
衆
、
具
体
的
集
団
、
場
の
構
造
、
状
況
の
変
化
、
社
会
的
メ
カ
ニ

ズ
ム
）
な
ど
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
働
き
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
（
こ
れ
が
後
に
「
社
会
的
教
育
」
理
論
に
発
展
す
る
）
。

と
い
っ
た
新
た
な
展
開
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
総
じ
て
、
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
の
思
想
、
目
標
、
諸
技
術
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

か
。
ま
さ
に
後
期
マ
ン
ハ
イ
ム
の
主
著
に
ふ
さ
わ
し
い
展
開
で
あ
る
。

　
こ
の
所
で
筆
者
は
こ
こ
数
年
、
か
の
ム
ー
ト
に
マ
ン
ハ
イ
ム
が
提
出
し
た
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
と
い
う
一
九
枚
ぺ
㌧
ハ
ー
が
、
こ

の
英
語
版
『
人
間
と
社
会
』
の
完
成
さ
れ
た
姿
に
至
る
過
程
に
何
ら
か
の
形
で
介
在
・
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
予
測
を

持
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
先
に
も
触
れ
た
こ
と
だ
が
、
英
国
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
知
識
人
グ
ル
ー
プ
・
ム
ー
ト
で
、
彼
の
「
目
由
の
た
め
の
計
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画
」
の
議
論
が
た
ち
ま
ち
熱
烈
な
ま
で
に
支
持
・
受
容
さ
れ
て
、
マ
ン
ハ
イ
ム
自
身
も
、
こ
の
会
に
異
常
な
ほ
ど
の
熱
心
さ
で
参
加
し
て

行
く
、
そ
の
よ
う
な
特
別
の
体
験
と
関
係
構
成
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
影
響
し
て
、
E
・
シ
ル
ズ
の
翻
訳
の
作
業
と
そ
の
マ
ン
ハ
イ

ム
に
よ
る
再
校
訂
の
手
順
か
ら
し
て
、
一
九
三
九
年
刊
行
予
定
で
あ
っ
た
こ
の
書
物
（
先
の
［
資
料
1
］
も
参
照
）
を
、
一
九
四
〇
年
に

遅
ら
せ
て
も
「
自
由
の
た
め
の
民
主
主
義
的
社
会
計
画
論
」
の
部
分
を
予
定
以
上
に
大
幅
増
補
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
想
定
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
問
題
の
一
九
ぺ
ー
ジ
論
文
は
、
［
資
料
3
］
に
見
る
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
執
筆
さ
れ
た
正
確
な
日
付
を
確
認
し
て
い

な
い
が
、
先
の
表
3
で
見
る
よ
う
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
初
め
て
ム
ー
ト
の
研
究
会
（
第
2
回
、
一
。
ω
o
。
・
ε
に
出
席
し
若
干
の
発
言
を
し

た
の
を
き
っ
か
け
に
、
勧
め
も
あ
っ
て
第
3
回
研
究
会
（
一
〇
〇
。
O
」
■
）
に
向
け
て
事
前
に
提
出
し
、
オ
ー
ダ
ム
か
ら
メ
ン
バ
ー
に
こ
れ
も

事
前
に
配
布
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
一
九
三
八
年
の
秋
か
ら
冬
の
い
ず
れ
か
の
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
［
資
料
3
］
で
見
る
と
、

表
題
は
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
で
あ
る
が
、
内
容
は
「
経
済
」
か
ら
「
社
会
事
業
」
ま
で
7
つ
の
領
域
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
「
社
会

再
編
」
の
課
題
と
方
向
の
提
示
を
本
体
と
し
て
、
そ
れ
を
挟
ん
で
そ
の
前
提
と
な
る
「
時
代
診
断
」
と
「
技
術
を
め
ぐ
る
状
況
分
析
」
、

そ
し
て
後
半
に
「
人
間
科
学
」
と
「
社
会
哲
学
」
の
新
し
い
あ
り
方
、
さ
ら
に
そ
う
い
う
提
案
を
挟
ん
で
、
は
じ
め
に
「
ム
ー
ト
の
よ
う

な
計
画
を
緩
や
か
に
担
え
る
知
識
人
集
団
の
必
要
性
と
意
義
」
、
お
わ
り
に
「
今
後
の
進
め
方
」
と
な
っ
て
い
る
。
提
案
の
A
・
B
・

C
・
D
は
、
基
本
的
に
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
四
〇
年
に
至
る
後
期
マ
ン
ハ
イ
ム
の
基
本
的
展
開
に
重
な
っ
て
い
る
内

容
で
あ
る
と
は
言
え
る
。
し
か
し
こ
れ
を
通
読
し
て
、
筆
者
が
と
く
に
印
象
深
く
感
じ
た
の
は
、
こ
の
一
九
枚
ぺ
ー
パ
ー
が
ま
さ
に
ム
ー

ト
を
対
象
に
，
ム
ー
ト
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
副
題
の
表
現
や
「
は
じ
め
に
」
「
あ
と
が
さ
」
に

も
表
れ
て
い
る
が
、
提
案
A
・
B
・
C
・
D
の
（
他
の
書
物
・
論
文
に
な
い
）
独
自
の
展
開
に
も
表
れ
て
い
る
。

　
だ
か
ら
、
筆
者
の
言
う
コ
九
枚
ぺ
ー
パ
ー
か
ら
『
人
間
と
社
会
』
英
語
版
へ
」
と
い
う
想
定
は
、
こ
の
内
容
が
直
接
リ
ラ
イ
ト
さ
れ
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［資料3］マンハイムがムートヘ提出した19ぺ一ジのぺ一パーの概要

（表題）自由のための計画（Planning　for　Freedom）

（副題）これからの政策において，理論と実践とをコーディネートできる

　　一っの集団（body）を創る必要性についての若干の意見

（もくじ概要）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぺ一ジ

・はじめに〔無題……内容は「副題」に言う集団の必要性〕　　　　　　　1～2

・意見の基本点（まずどういう合意が追求されるべきか）

　　A．我々時代の診断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2～5

　　　　1）～10）〔内容は略〕

　　B．状況の技術面の分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5～7

　　　　1）～10）〔内容は略〕

　　C．これからの課題のためのプログラムーおおまかなスケッチ　　　7～17

　　　（a）上記の社会的・政治的諸原理を，次の（b）の社会再編を議論

　　　できる具体的な問に翻訳するために1）～4）〔内容は略〕　　　（7～8）

　　　（b）社会再編が行われるそれぞれの領域設定と変革期における主

　　　要な問題の予備的定式化　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8～17）

　　　　　1、経済　　　　　　　　（1）～（6）〔内容は略〕　　　　　　（8～9）

　　　　　H。政治　　　　　　　　（1）～（14）〔　〃　〕　　　　　（9～10）

　　　　皿．社会構造と社会組織　（1）～（6）〔　〃　〕　　　　　（10～12）

　　　　IV，教会　　　　　　　　（1）～（3）〔　〃　〕　　　　　（12～13）

　　　　V．教育　　　　　　　　（1）～（3）〔　〃　〕　　　　　（13～15）

　　　　VI．宣伝と世論　　　　　（1）～（2）〔　”　〕　　　　（15～16）

　　　　皿．社会事業　　　　　　（1）～（2）〔　”　〕　　　　　（16～17）

　　D。〔無題……内容は「整合化（coordination）」が求める人間科学

　　　のあり方〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17～19

　　　（a）人間行動の新しい科学　　　　　　　　　　　　　　　　　（17～18）

　　　（b）〔無題……社会哲学・哲学的人間学の必要性〕　　　　　　　（18～19）

　あとがき〔無題……どう議論・検討を進めるか〕　　　　　　　　　　　19

た
り
拡
張
さ
れ
た
り
し
て
英
語

版
増
補
部
分
が
で
き
た
、
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し

ろ
こ
れ
は
純
粋
に
ム
ー
ト
の
研

究
会
へ
向
け
て
、
ム
ー
ト
の
た

め
に
書
か
れ
た
と
見
て
間
違
い

な
い
。
む
し
ろ
マ
ン
ハ
イ
ム
が

ム
ー
ト
に
、
彼
の
社
会
計
画
論

と
知
識
人
論
と
を
重
ね
る
思
考

と
行
動
の
場
を
見
い
出
し
た
、

と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で

あ
っ
て
こ
そ
、
以
降
の
マ
ン
ハ

イ
ム
の
異
様
に
熱
心
な
ム
ー
ト

参
加
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

筆
者
の
言
う
こ
の
ぺ
ー
パ
ー

の
「
介
在
・
関
与
」
と
は
、
第

一
に
、
「
自
由
の
た
め
の
計
画
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（
巳
雪
三
轟
8
＝
お
巴
o
ヨ
）
」
と
い
う
後
期
マ
ン
ハ
イ
ム
の
中
心
コ
ン
セ
プ
ト
（
そ
れ
は
英
語
版
最
大
増
補
部
分
V
部
の
表
題
で
あ
り
、

か
つ
ム
ー
ト
の
共
有
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
も
な
っ
た
）
そ
れ
自
身
が
、
こ
の
ぺ
ー
パ
ー
が
初
出
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
初
出
」

か
ど
う
か
は
（
他
の
す
べ
て
を
精
査
で
き
て
な
い
の
で
）
ま
だ
確
証
を
も
っ
て
は
言
え
な
い
。
た
だ
し
、
『
人
間
と
社
会
』
英
語
版
「
謝

辞
」
で
マ
ン
ハ
イ
ム
が
V
部
の
も
と
と
な
っ
た
「
簡
略
な
一
文
」
と
す
る
「
社
会
建
設
に
お
け
る
現
在
の
諸
傾
向
（
ギ
の
器
三
『
2
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

ヨ
浮
Φ
げ
巨
9
畠
o
房
8
富
一
網
）
」
（
一
8
刈
）
は
、
分
量
的
に
も
V
部
の
8
分
の
1
程
度
の
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
も
主
と
し
て
「
社
会

的
技
術
」
の
諸
国
家
に
お
け
る
状
況
分
析
で
あ
っ
て
、
V
部
の
一
部
分
の
元
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
こ
に
は
「
自
由

の
た
め
の
計
画
」
と
い
う
キ
ー
・
コ
ン
セ
プ
ト
は
登
場
し
な
い
。
ま
た
、
英
語
版
の
計
画
論
の
も
う
一
つ
の
基
礎
に
な
っ
た
も
の
と
以
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

よ
り
筆
者
が
考
え
て
い
る
「
計
画
社
会
と
人
間
人
格
の
問
題
（
＝
き
器
α
8
9
Φ
蔓
四
区
9
Φ
賞
o
巨
Φ
目
9
暮
ヨ
き
冨
冴
9
呂
ξ
）
」

と
い
う
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
一
九
三
八
年
に
行
わ
れ
た
4
回
講
義
は
、
右
の
論
文
以
上
に
英
語
版
『
人
間
と
社
会
』
に
重
な
る
も
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
に
も
見
る
限
り
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
有
名
な
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
自
身

が
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
ム
ー
ト
を
思
考
と
実
践
の
場
と
考
え
、
そ
の
た
め
に
心
血
を
注
い
だ
「
ω
o
ヨ
Φ
寄
∋
震
冨
」
づ
く
り
の
過
程
で
案

出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
筆
者
の
想
像
も
可
能
な
の
で
あ
る
（
い
ま
の
と
こ
ろ
、
確
証
が
な
い
が
）
。

　
「
介
在
・
関
与
」
の
第
二
は
、
ム
ー
ト
第
3
回
研
究
会
で
の
マ
ン
ハ
イ
ム
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
大
き
な
成
功
を
収
め
た
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
の
研
究
会
で
の
報
告
や
議
論
は
、
こ
の
マ
ン
ハ
イ
ム
・
ぺ
㌧
ハ
ー
の
提
起
し
た
目
標
、
そ
れ
が
敷
い
た
筋
や

分
野
分
け
に
沿
っ
て
な
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
マ
ン
ハ
イ
ム
自
身
に
も
影
響
を
与
え
な
い
は
ず
は
な
い
と
考
え
る
。
三
〇
年

代
の
半
ば
か
ら
三
八
年
の
も
の
ま
で
で
は
、
「
自
由
主
義
」
批
判
が
（
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
流
の
自
由
主
義
は
終
わ
っ
た
と
）
目
立
っ
て

い
た
マ
ン
ハ
イ
ム
が
、
こ
の
ぺ
㌧
ハ
ー
で
は
「
自
由
」
こ
そ
が
「
計
画
」
の
目
標
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
到
達
し
て
い
る
。

そ
の
点
に
つ
い
て
英
語
版
の
序
論
－
章
は
、
「
ド
イ
ッ
的
観
点
と
英
国
的
観
点
と
の
両
方
か
ら
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
大
き
な
利
益
を
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得
た
」
、
「
民
主
主
義
の
存
続
力
に
つ
い
て
の
根
深
い
懐
疑
か
ら
著
者
を
解
放
す
る
の
に
役
立
っ
た
」
と
述
べ
て
い
て
、
そ
の
経
験
の
内
実

が
あ
ま
り
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ム
ー
ト
に
お
け
る
英
国
の
自
由
主
義
的
民
主
主
義
者
た
ち
と
の
出
会
い
と
交
流
、
そ
し
て
格

別
の
関
係
構
成
が
そ
の
経
験
の
内
実
の
重
要
部
分
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ド
イ
ッ
語
版
か
ら
英
語
版
へ
の

も
っ
と
も
重
要
な
展
開
．
転
回
に
、
ム
ー
ト
と
の
出
会
い
と
こ
の
一
九
枚
ぺ
ー
パ
ー
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
項
の
記
述
の
中
心
点
の
い
く
つ
か
が
い
ま
の
と
こ
ろ
筆
者
の
想
定
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、

筆
者
の
ア
ク
セ
ス
可
能
な
資
料
を
さ
ら
に
精
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
真
偽
を
確
定
で
き
る
と
思
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
確
定

作
業
以
前
に
、
あ
る
「
仮
説
」
に
筆
者
が
至
っ
た
こ
と
が
ら
の
関
連
を
提
示
し
た
。
こ
の
ぺ
ー
パ
ー
の
介
在
・
関
与
と
は
、
つ
ま
る
と
こ

ろ
ム
ー
ト
の
介
在
．
関
与
で
あ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
の
論
理
の
展
開
・
転
回
点
と
ム
ー
ト
で
の
活
動
と
を
さ
ら
に
対
照
し
て
い
く
作
業
は
、

本
論
文
冒
頭
に
も
述
べ
た
伝
記
的
興
味
と
理
論
的
関
心
と
が
重
な
る
課
題
で
あ
る
。
本
論
文
で
残
さ
れ
た
課
題
の
第
一
と
し
て
他
日
を
期

し
た
い
。

カール・マンハイムの社会学と教育理論

（
1
）
　
秋
元
律
郎
『
マ
ン
ハ
イ
ム
、
亡
命
知
識
人
の
思
想
』
ミ
ネ
ル
バ
書
房
、
一
九
九
三
年
。

（
2
）
閃
一
。
・
臨
一
一
ζ
二
寿
ヨ
『
。
耳
ぎ
寒
亀
§
ミ
§
。
、
憲
§
ミ
夷
⑦
α
一
謹
菖
》
＜
●
冒
α
σ
q
。
ω
”
［
。
＆
9
H
3
σ
。
『
。
・
区
3
σ
。
こ
。
鐸
ω
け
Φ
－

壽
茎
塑
》
ρ
映
ミ
ミ
貸
§
書
言
§
建
§
§
§
§
織
ω
。
9
ミ
§
。
薦
ミ
ヒ
三
＜
。
邑
畠
O
h
［
O
区
〇
三
コ
。
。
瓢
ε
δ
O
田
3
S
二
〇
P
一
。
。
S

（
3
）
体
系
的
な
叙
述
の
た
め
に
現
在
考
え
て
い
る
目
次
を
（
羊
頭
狗
肉
に
終
わ
ら
ぬ
こ
と
を
祈
り
つ
つ
）
紹
介
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ

　
に
照
ら
し
て
、
本
論
文
は
ま
さ
に
「
断
章
」
を
な
し
て
い
る
。

序

今
日
か
ら
読
む
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム

　
ー
、
　
マ
ン
ハ
イ
ム
理
論
の
「
生
」
と

「
死
」
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1
部

　
1
章

　
2
章

　
3
章

皿
部

　
4
章

　
5
章

　
6
章

　
7
章

皿
部

　
8
章

　
9
章

　
1
0
章

　
補
章

結
び付

論
2
、
　
マ
ン
ハ
イ
ム
の
社
会
学
的
教
育
論
が
現
代
に
注
ぐ
「
ひ
か
り
」

3
、
　
マ
ン
ハ
イ
ム
の
生
涯
と
学
問
業
績

知
識
社
会
学
者
と
し
て
の
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
ー
ド
イ
ッ
時
代
［
一
8
。
1
一
。
ω
呂

　
　
知
識
社
会
学
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
：
論
の
展
開
と
到
達
点

　
　
人
間
の
社
会
的
形
成
（
8
N
芭
Φ
三
雪
零
ぎ
こ
e
ヨ
一
』
畠
）
へ
の
着
目

　
　
「
世
代
論
（
論
文
「
世
代
の
問
題
」
）
の
独
自
の
広
が
り
と
意
味

　
後
期
マ
ン
ハ
イ
ム
の
理
論
と
思
想
－
英
国
時
代
ロ
8
ω
1
一
漣
呂

　
　
「
大
衆
社
会
（
ヨ
器
霧
0
9
。
q
）
」
と
し
て
の
現
代
社
会
の
分
析

　
　
「
自
由
の
た
め
の
計
画
（
巳
き
三
畠
　
8
『
ぼ
a
o
ヨ
）
」
と
「
社
会
的
教
育
（
8
。
芭
①
自
8
件
一
9
）
」
の
理
論

　
　
マ
ン
ハ
イ
ム
に
お
け
る
「
教
育
（
①
身
8
ぎ
ロ
）
」
概
念
の
組
み
替
え
と
「
潜
在
的
（
或
。
三
）
」
な
る
も
の
の
発
見

　
　
マ
ン
ハ
イ
ム
の
社
会
学
的
教
育
理
論
の
構
造
と
、
そ
の
教
育
社
会
学
の
構
想

　
英
国
社
会
の
中
の
マ
ン
ハ
イ
ム
ー
彼
の
活
動
と
、
そ
の
理
論
の
受
容
．
継
承

　
　
英
国
社
会
の
中
で
の
マ
ン
ハ
イ
ム
の
活
動
　
　
大
学
で
、
学
問
界
で
、
知
識
人
界
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
で
、
他

　
　
理
論
活
動
と
社
会
活
動
と
の
関
係
分
析

　
　
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
英
国
に
お
け
る
マ
ン
ハ
イ
ム
理
論
の
運
命

　
　
マ
ン
ハ
イ
ム
遺
稿
集
出
版
を
め
ぐ
る
諸
事
情
と
、
遺
稿
集
6
巻
『
教
育
社
会
学
入
門
』
の
謎

力
i
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
社
会
学
的
教
育
理
論
の
今
日
的
な
継
承

　
（
知
識
の
社
会
的
編
成
と
人
格
の
社
会
的
形
成
、
教
育
を
め
ぐ
る
階
級
社
会
と
大
衆
社
会
、
「
教
育
の
自
由
」
の
た
め
の
計
画
、

制
度
の
潜
在
作
用
力
と
そ
の
制
御
・
再
組
織
化
、
「
青
年
問
題
」
へ
の
世
代
論
的
な
接
近
）

　
　
日
本
に
お
け
る
マ
ン
ハ
イ
ム
研
究
、
と
り
わ
け
マ
ン
ハ
イ
ム
教
育
論
研
究
の
こ
れ
ま
で

近
代
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（
4
）
　
マ
ン
ハ
イ
ム
の
前
期
．
後
期
問
題
へ
の
筆
者
の
理
解
は
、
拙
稿
「
社
会
学
か
ら
『
教
育
社
会
学
』
へ
　
　
K
・
マ
ン
ハ
イ
ム
の
場
合
」
、
日
本

　
教
育
社
会
学
会
編
「
教
育
社
会
学
研
究
』
2
7
集
、
一
九
七
二
年
。

（
5
）
　
最
近
で
は
、
C
．
ロ
ー
ダ
ー
の
理
解
な
ど
に
そ
の
典
型
が
見
ら
れ
る
。
ぎ
区
2
ρ
↓
ぎ
』
ミ
ミ
鳴
魚
§
』
時
§
8
ミ
。
ミ
＆
敦
辱
』
ミ
§
忌
－

　
o
言
ト
ミ
㌧
ミ
鳴
も
9
趣
8
§
“
黛
§
ミ
薦
｝
O
餌
ヨ
耳
こ
鴨
O
巳
＜
Φ
邑
蔓
写
①
ω
の
」
O
c
。
q
，

（
6
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
K
．
マ
ン
ハ
イ
ム
に
お
け
る
『
教
育
』
概
念
の
く
み
換
え
と
一
曳
〇
三
な
る
も
の
の
発
見
」
、
『
〈
教
育
と
社
会
〉

　
研
究
』
創
刊
号
、
　
一
九
九
一
年
。

（
7
）
　
資
料
1
は
、
O
き
震
守
鉾
ミ
§
醤
書
誉
映
ミ
。
む
§
§
き
墨
も
眠
－
竈
心
黛
お
8
よ
り
。
資
料
2
は
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
教
育
研
究
院
（
ぎ
答
－

　
9
8
9
曽
巨
豊
8
）
図
書
館
保
存
の
公
文
書
（
＞
8
三
く
霧
）
の
中
に
、
教
授
就
任
手
続
き
書
類
と
と
も
に
保
存
さ
れ
て
い
た
。

（
8
）
　
L
S
E
在
任
中
の
マ
ン
ハ
イ
ム
は
ず
っ
と
レ
ク
チ
ャ
ラ
ー
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
次
第
に
内
部
化
す
る
過
程
は
、
拙
稿
「
イ
ギ
リ

　
ス
の
K
．
マ
ン
ハ
イ
ム
（
上
）
」
（
『
〈
教
育
と
社
会
〉
研
究
』
3
号
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

（
9
）
葦
一
ξ
φ
一
■
切
。
＆
馬
書
。
建
§
織
豊
§
ミ
§
、
。
δ
㍉
§
卜
囲
§
は
、
さ
註
§
§
ミ
§
昔
ω
葺
幕
。
島
身
。
ゆ
ぎ
p
d
号
①
邑

　
蔓
o
脇
い
o
コ
α
o
P
お
O
N
℃
O
■
＝
1
＝

（
1
0
）
　
民
主
教
育
研
究
所
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
学
校
」
に
よ
る
足
立
調
査
よ
り
。

（
1
1
）
　
久
冨
『
現
代
教
育
の
社
会
過
程
分
析
』
（
労
働
旬
報
社
、
一
九
八
五
年
）
の
二
三
～
二
五
ぺ
ー
ジ
参
照
。

（
1
2
）
　
中
内
敏
夫
『
増
補
．
学
力
と
評
価
の
理
論
』
国
土
社
、
一
九
七
六
年
。
　
遠
山
啓
『
競
争
原
理
を
越
え
て
』
太
郎
次
郎
社
、
一
九
七
六
年
。
佐

　
藤
興
文
『
学
力
・
評
価
・
教
育
内
容
』
青
木
書
店
、
｝
九
七
八
年
。

（
1
3
）
　
長
谷
川
裕
「
〈
学
校
知
識
と
競
争
V
問
題
の
提
起
」
、
『
］
橋
研
究
』
1
3
巻
3
号
、
一
九
九
〇
年
。

（
1
4
）
　
ω
。
ヨ
。
。
邑
戸
伊
Q
毯
勲
O
＆
跨
§
“
9
ミ
、
9
『
9
ミ
」
㊤
鐸
萩
原
元
昭
編
訳
『
教
育
伝
達
の
社
会
学
』
明
治
図
書
、
一
九
八
五
年
。

（
1
5
）
　
ド
イ
ッ
時
代
の
マ
ン
ハ
イ
ム
論
文
は
、
後
に
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
、
閤
琶
蜜
き
多
鉱
β
§
鴇
§
霧
爲
ミ
品
鈷
』
霧
ミ
“
ミ
黛
器
魯
ミ

　
ミ
ミ
鳶
［
8
三
〇
｝
睾
皇
匡
震
∋
き
P
一
8
郵
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
以
下
　
≦
一
ω
ω
9
器
o
N
互
o
範
o
　
と
あ
る
の
は
こ
れ
か
ら
の
引
用
と
ぺ
ー
ジ

数
。
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（
1
6
）
　
「
存
在
拘
束
性
」
と
い
う
用
語
は
じ
っ
さ
い
に
は
、
論
文
「
知
識
社
会
学
の
問
題
」
で
は
ま
だ
登
場
せ
ず
、
「
被
拘
束
」
と
い
う
形
で
述
べ
ら
れ

　
て
い
る
q

（
1
7
）
　
3
署
實
囚
、
カ
■
、
↓
蒔
b
ミ
ミ
遷
貝
韓
包
o
註
籔
養
墨
ぎ
注
〇
三
”
o
葺
一
a
α
q
o
昏
国
詔
き
℃
窪
一
」
3
刈
■
ポ
パ
ー
「
歴
史
主
義
の
貧
困
』
、
久

　
野
他
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
一
年
。

（
1
8
）
寄
葺
一
㌔
§
誉
奉
評
§
ω
8
§
織
、
§
霧
討
費
§
ミ
§
醤
Φ
9
毘
8
0
葺
一
翠
幕
ヨ
。
蕾
F
貫
幕
ヒ
薯
霧
ξ
o
。
一
一
畠
Φ

　
o
｛
ω
∈
四
コ
o
o
㊦
P
一
〇
ミ
・

（
1
9
）
　
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
に
お
け
る
意
味
に
つ
い
て
は
、
R
・
D
・
レ
イ
ン
『
自
己
と
他
者
（
留
駁
§
良
O
ミ
箋
砺
）
』
（
志
貴
．
笠
原
訳
、
み

　
す
ず
書
房
、
一
九
七
五
年
）
を
参
照
。

（
2
0
）
　
拙
著
『
現
代
教
育
の
社
会
過
程
分
析
』
（
労
働
旬
報
社
、
一
九
八
五
年
）
の
1
章
。

（
2
1
）
　
「
学
校
知
」
の
一
面
的
で
な
い
周
到
な
定
義
は
、
駒
林
邦
男
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
同
『
現
代
社
会
の
学
力
』
、
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、

　
一
九
九
五
年
。

（
2
2
）
ω
。
ヨ
ω
或
P
蝉
諄
§
鐙
o
睾
魯
ミ
守
o
詩
9
ミ
ミ
§
“
歳
鳴
ミ
昌
・
ピ
o
呂
9
肖
ミ
一
9
m
＆
閃
『
睾
。
一
ω
」
8
丼

（
2
3
）
　
民
主
教
育
研
究
所
「
現
代
社
会
と
教
育
」
研
究
委
員
会
『
現
代
企
業
社
会
と
学
校
シ
ス
テ
ム
』
一
九
九
六
年
四
月
。

（
2
4
）
　
「
広
辞
苑
』
第
4
版
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
。

（
2
5
）
　
O
霞
浮
。
§
扇
■
』
風
§
§
画
§
魁
の
8
ミ
o
讐
鼻
評
蔚
」
旨
P
　
佐
々
木
交
賢
訳
『
教
育
と
社
会
学
』
誠
信
書
房
、
一
九
七
六
年
。

（
2
6
）
教
育
的
関
係
に
は
、
教
え
る
側
の
何
ら
か
の
「
権
威
」
が
前
提
と
な
る
が
、
親
に
し
ろ
教
師
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
大
人
に
し
て
も
、

　
と
も
か
く
年
長
者
た
ち
の
そ
の
点
で
の
権
威
確
保
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。

（
2
7
）
　
≦
三
茸
ざ
o
℃
■
9
辞
‘
P
N

（
2
8
）
　
女
性
問
題
に
つ
い
て
の
講
義
は
、
L
S
E
で
も
行
っ
て
お
り
、
ま
た
キ
ー
ル
大
学
マ
ン
ハ
イ
ム
文
書
の
中
に
は
、
こ
の
点
で
の
一
連
の
ノ
ー
ト

　
が
あ
る
。

（
2
9
）
　
マ
ン
ハ
イ
ム
に
お
け
る
「
マ
ル
ク
ス
主
義
克
服
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
前
注
（
4
）
の
拙
稿
で
論
じ
た
。
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（
3
0
）
　
中
学
生
は
、
東
京
都
と
埼
玉
県
の
五
五
七
名
、
中
学
校
教
師
は
、
埼
玉
県
の
九
二
名
。
実
施
は
い
ず
れ
も
一
九
八
七
年
。

（
3
1
）
　
拙
著
『
競
争
の
教
育
』
（
労
働
旬
報
社
、
一
九
九
三
年
）
1
章
参
照
。

（
3
2
）
　
同
右
、
2
章
。
ま
た
拙
稿
「
日
本
の
教
員
文
化
　
　
そ
の
実
証
的
研
究
（
3
）
」
『
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
』
3
1
、
一
九
九
三
年
九

　
月
。

（
3
3
）
　
回
答
の
パ
タ
ー
ン
を
析
出
・
分
類
す
る
多
変
量
解
析
の
一
手
法
。

（
3
4
）
　
一
つ
ひ
と
つ
の
項
目
は
、
「
競
争
の
賛
否
」
に
も
「
競
争
の
厳
し
さ
認
識
」
に
も
受
け
取
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
つ
の
軸
の
回
り
に
そ
れ
が

　
集
ま
っ
た
と
き
、
あ
る
独
特
の
意
味
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。

（
3
5
）
　
前
注
（
3
1
）
の
2
章
。

（
3
6
）
　
た
と
え
ば
『
学
校
の
再
生
を
め
ざ
し
て
』
（
全
3
巻
）
所
収
の
論
稿
な
ど
を
参
照
。

（
3
7
）
　
た
と
え
ば
東
信
堂
か
ら
出
て
い
る
『
学
校
文
化
』
（
一
九
九
〇
）
、
『
学
校
文
化
へ
の
挑
戦
」
（
一
九
九
三
）
な
ど
。

（
3
8
）
　
拙
稿
「
学
校
文
化
の
構
造
と
特
質
」
、
講
座
学
校
6
『
学
校
文
化
と
い
う
磁
場
』
柏
書
房
、
一
九
九
六
年
。

（
3
9
）
団
。
『
口
ω
ド
。
剛
＝
・
P
9
“
舞
9
§
§
R
9
藝
9
ぎ
ト
ミ
あ
ミ
§
誉
碧
、
謹
§
窓
讐
ミ
§
ミ
黎
ざ
且
9
一
知
昌
二
。
壽
2
8
9

（
4
0
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
K
．
マ
ン
ハ
イ
ム
に
お
け
る
『
教
育
』
概
念
の
く
み
換
え
と
一
9
0
三
な
る
も
の
の
発
見
」
、
『
〈
教
育
と
社
会
〉

　
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
九
一
年
。

（
4
1
）
　
拙
編
著
『
日
本
の
教
員
文
化
』
多
賀
出
版
、
一
九
九
四
年
。

（
4
2
）
　
名
匿
Φ
き
矩
‘
の
o
。
§
。
堕
亀
寒
8
ミ
3
堕
寄
≦
イ
o
詩
勇
5
ω
匙
卿
勾
5
。
。
Φ
F
一
。
罫
　
石
山
・
橋
爪
訳
『
学
校
集
団
』
明
治
図
書
、
一
九
五

　
七
年

（
4
3
）
　
前
注
（
1
0
）
の
調
査
で
は
、
中
学
生
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
学
校
知
識
体
験
の
あ
り
よ
う
が
確
認
さ
れ
る
。
拙
稿
「
学
校
知
識
の
社
会
学
・
序

　
説
的
考
察
」
「
｝
橋
論
叢
』
一
九
九
九
年
二
月
号
。

（
4
4
）
　
≦
m
＝
Φ
き
8
－
o
一
ド

（
4
5
）
　
現
代
日
本
の
教
育
改
革
に
お
け
る
「
参
加
・
自
治
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
教
育
改
革
に
お
け
る
統
制
と
緩
和
と
参
加
・
自
治
」
、
『
教
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育
』
一
九
九
八
年
3
月
。

（
4
6
）
　
こ
の
委
員
会
は
、
一
九
三
七
年
開
催
の
「
国
際
キ
リ
ス
ト
者
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
会
議
」
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
国
内
委
員
会
と
し
て
作
ら
れ
た

　
も
の
で
あ
る
。
　
↓
塁
δ
き
≦
‘
国
ユ
5
象
δ
コ
m
⇒
α
夢
〇
三
〇
〇
戸
冒
≧
野
8
戸
刃
（
Φ
P
）
、
詮
鴫
蹄
ミ
這
黛
醤
良
噛
醤
吋
亀
貸
。
霜
融
。
醤
・
い
O
コ
3
ロ
一
憂
o
σ
仁
ヨ

　
勺
『
Φ
ω
9
一
〇
〇
9

（
4
7
）
　
前
注
（
4
6
）
の
テ
イ
ラ
i
論
文
に
こ
の
二
四
回
す
べ
て
の
日
付
と
場
所
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
4
8
）
　
ケ
ト
ラ
ー
ら
は
そ
の
著
作
、
国
①
注
9
P
ζ
①
寅
＜
，
卿
蜂
。
亘
罫
映
ミ
』
ミ
§
醤
ミ
§
噸
ピ
o
呂
o
R
↓
男
巨
8
F
一
。
。
。
轟
■
の
中
で
、
ド
イ
ツ

　
時
代
か
ら
の
マ
ン
ハ
イ
ム
の
友
人
で
あ
っ
た
「
A
・
ロ
！
が
、
マ
ン
ハ
イ
ム
を
「
ム
ー
ト
」
に
連
れ
て
き
た
」
と
書
い
て
い
る
（
ロ
ー
は
マ
ン
ハ
イ

　
ム
の
遺
稿
集
l
1
4
巻
編
集
責
任
者
に
も
な
っ
て
い
る
）
。
現
在
の
と
こ
ろ
こ
れ
が
最
も
有
力
な
説
で
あ
る
が
、
ケ
ト
ラ
ー
は
そ
の
根
拠
と
な
る
資

　
料
は
示
し
て
い
な
い
。

（
4
9
）
　
6
回
は
討
議
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
。
2
1
1
2
4
回
は
筆
者
が
ま
だ
ア
ク
セ
ス
で
き
て
い
な
い
。

（
5
0
）
　
こ
の
出
欠
表
は
、
オ
ル
ダ
ム
文
書
の
中
に
あ
る
。
三
五
人
の
出
席
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
出
欠
表
は
、
次
の
エ
リ
オ
ッ
ト
研
究
書
に

　
も
採
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
囚
o
一
①
良
界
知
‘
8
動
題
8
募
の
0
9
ミ
↓
ぎ
轟
ミ
’
r
自
O
o
R
閲
昏
o
罫
一
〇
刈
一
・

（
5
1
）
　
J
・
フ
ラ
ウ
ド
ヘ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
一
〇
〇
9
一
8
か
ら
。
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
は
、
二
代
目
「
カ
ー
ル
．
マ
ン
ハ
イ
ム
教
授
」
G
．
ウ
ィ

　
ッ
テ
ィ
ー
と
同
行
し
た
。

　
　
た
だ
し
「
ム
ー
ト
」
の
討
論
は
「
高
度
に
規
律
化
さ
れ
て
い
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
主
催
者
で
あ
る
オ
ー
ダ
ム
は
当
時
強
い
難
聴
で
あ
っ
た
。

　
発
言
者
は
挙
手
す
る
、
司
会
者
が
指
名
す
る
、
オ
ー
ダ
ム
が
発
言
者
の
目
の
前
に
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
っ
て
座
り
発
言
を
聞
く
、
と
い
っ
た
形

　
で
あ
っ
た
そ
う
だ
（
メ
ン
バ
ー
の
一
人
、
M
・
リ
ー
ヴ
ス
ヘ
の
筆
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
一
8
刈
」
■
）
か
ら
）
。
英
語
を
話
す
の
が
得
意
で
な
か
っ
た

　
マ
ン
ハ
イ
ム
に
は
議
論
に
参
加
す
る
の
に
有
利
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

（
5
2
）
　
マ
ン
ハ
イ
ム
が
「
ム
ー
ト
」
に
提
出
し
た
ぺ
ー
パ
ー
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
研
究
会
回
数
　
　
　
　
提
出
ぺ
ー
パ
ー
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（
年
・
月
）

3
（
一
。
o
。
。
」
）

4
（
一
8
。
」
）

6
（
一
。
o
。
O
」
一
）

10

一
漣
一
」
）

12

一
逡
一
，
o
。
）

　
　
　
　
　
　
の
タ
イ
ト
ル

　
＝
節
コ
コ
ぎ
閃
噛
o
『
閃
お
o
α
o
ヨ

ー
同
右
1

　
ω
o
o
一
〇
一
〇
に
図
o
h
国
α
置
8
二
〇
コ
ー
写
o
＝
邑
目
蔓
ヵ
の
ヨ
畦
5

　
↓
o
豆
8
h
o
『
9
0
Z
o
答
］
≦
o
o
貯
ぎ
頒
o
h
荘
①
ζ
o
o
貯

　
↓
o
≦
四
乱
ω
口
Z
o
ミ
o
o
o
o
一
巴
℃
『
＝
o
の
o
O
『
『
1
》
O
訂
一
一
曾
鴨
8
0
ぼ
【
ω
寓
四
p
↓
『
ぎ
ざ
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
m
の
o
息
o
一
〇
鴨
ω
一
［
評
『
二
］

　
　
　
　
1
3
（
一
漣
一
■
誌
）
　
ー
同
右
冒
胃
二
昌
1

　
　
　
　
1
4
（
一
〇
“
P
ω
）
　
　
↓
訂
9
剛
巴
ω
ぎ
〈
巴
惹
自
o
⇒

　
　
　
　
1
5
（
一
〇
濤
。
O
）
　
　
＞
ω
三
四
σ
仁
。
。
8
勺
o
ミ
震

　
　
　
　
1
6
（
一
漣
ω
」
）
　
1
同
右
1

（
5
3
）
U
魯
お
区
o
吋
h
勇
。
≦
鶉
旨
運
皇
卜
。
ミ
§
の
魯
8
ご
、
野
§
。
ミ
8
§
“
b
。
§
ら
ミ
の
9
§
ら
旺
o
。
題
－
宅
塗
○
×
h
o
巳
穿
一
＜
R
ω
ξ
写
霧
9

　
一
〇
。
9
こ
の
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
学
校
史
で
は
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
か
ら
の
研
究
助
成
を
マ
ン
ハ
イ
ム
が
受
け
る
の
に
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
が
非

　
協
力
だ
っ
た
件
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
前
注
（
5
1
）
の
フ
ラ
ウ
ド
の
話
で
は
、
「
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
教
授
が
マ
ン
ハ
イ
ム
の
実
践
的
で
大
衆
的
な

　
学
問
姿
勢
を
嫌
い
、
た
と
え
ば
そ
れ
が
学
生
に
影
響
を
与
え
る
の
を
恐
れ
て
、
入
門
的
な
講
義
を
マ
ン
ハ
イ
ム
か
ら
取
り
上
げ
た
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
5
4
）
　
↓
塁
一
〇
き
o
P
o
答

（
5
5
）
　
前
注
（
8
）
参
照
。

（
5
6
）
　
O
ぎ
8
0
P
葺
■
こ
の
書
物
に
は
、
シ
ル
ズ
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
マ
ン
ハ
イ
ム
に
あ
て
た
手
紙
が
多
数
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
そ
の
間
の
事

　
情
が
伺
え
る
。

（
5
7
）
　
イ
o
琶
堕
言
一
臼
ぎ
尋
器
農
導
Q
ミ
Q
ミ
8
ミ
§
↓
冨
ヨ
8
雪
ロ
鵠
民
8
P
一
〇
舞
　
窪
田
・
山
元
訳
『
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
』
至
誠
堂
、
一
九

　
八
二
年
。
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（
5
8
）

（
5
9
）

ヨ
緊
繋
§
§
』
轡
誉
響
a
一
8
α
σ
望
劉
中
O
讐
一
①
F
い
O
o
ぎ
コ
き
α
即
言
■
≦
■
↓
田
＜
R
P
ピ
g
α
g
榊
ζ
8
ヨ
剛
＝
き
」
8
刈
、

ぎ
穿
旨
務
§
の
0
9
0
ご
堕
§
亀
の
0
9
匙
謀
篭
ぎ
ご
9
q
8
薯
零
家
き
p
冨
目
一
ピ
o
呂
o
≡
勾
囚
勺
」
O
㎝
ω
，

　
　
　
廿
ー
」
マ
・
4
v
〉
ぺ
ト
S
糠
糊
螺
壽
・
謬
×

甚
換
磐
算
麟
踏
猷
び
び
e
萱
噛
つ
檎
‘
蕪
露
舳
瞬
男
『
刈
冥
）
ぺ
ト
曄
懸
』
曄
O
酪

　
嶺
帥
C
鏑
　
臼
き
a
薫
難
砥
き
唾
罫
啓
π
閉
噛
猷
崩
麟
砂
e
勢
小
き
び
帥
C
、
ρ

（
藩
圧
蘭
一
〇
謡
－
刈
O
）
π
貢
鄭
併
き
＾
σ
酬
緬
吟
“
針
小
e
酪
輝

一
。
曽
山
N
ω
①
ぽ
謎
Φ
N
ξ
↓
冨
o
『
【
Φ
α
R
≦
。
一
一
雪
ω
。
訂
呂
お
ω
ぎ
§
冒
。
或
一
〇
p
誉
ミ
轡
§
討
鳶
、
融
§
象
題
零
ミ
。
ミ
⑪
」
（
図
＜
）
“
（
「
峰
抑
盛
轄

　
　
　
勇
e
崩
謬
♪
3
嘲
む
」
ゆ
抽
一
）

一
。
鵠
　
　
U
一
Φ
ω
目
爵
9
『
き
巴
誘
Φ
α
Φ
『
国
詩
o
目
3
一
ω
浮
8
『
凶
ρ
映
臼
ミ
ー
の
欝
§
§
局
品
雪
N
5
α
q
ω
ぎ
津
Z
づ
㎝
刈
、
ω
Φ
『
ぎ
（
「
融
難
罫
3
灘
礁
串
斗
」

　
　
　
曄
柵
一
）

一
8
轟
　
　
霞
の
8
誘
日
＝
9
＞
義
ミ
甦
、
璋
の
o
凪
良
§
。
。
。
。
§
。
う
鼻
＆
焼
§
織
の
o
鮭
ミ
慧
ミ
卦
貫
一
（
「
閾
海
毘
灘
」
曄
懸
一
）

一
。
卜
。
㎝
　
冨
。
。
即
o
σ
一
Φ
日
①
ヨ
R
o
o
o
N
一
〇
一
〇
讐
0
8
ω
矩
幽
ω
ω
魯
ω
』
§
ミ
唱
、
旨
の
。
甑
ミ
§
駿
§
的
魯
＆
ミ
ミ
の
o
N
帖
ミ
営
ミ
黄
㎝
ω
・
ω
　
（
「
醤
難
尊
ゆ
韓

　
　
　
e
藍
餌
」
曄
抽
N
）

一
。
卜
。
・
　
一
α
Φ
o
一
〇
讐
ω
9
Φ
…
O
ω
o
N
凶
o
一
〇
磯
一
ω
。
訂
一
葺
R
蜜
。
雷
二
曾
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