
社
会
的
連
帯
と
ア
ノ
ミ
ー

ー
　
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
に
お
け
る
社
会
再
組
線
化
論
の
構
成
1

・

-

-

蝣

　

-

^

　

/

-

-

'

J

デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
「
社
会
再
組
織
化
論
」
の
諸
側
面
を
,
「
社
会
的
連
帯
の
確
保
」
と
い
う
彼
の
問
題
関
心
に
即
し
て
原
理
的
に
把
握
す
る
.
正
常
1
病
理

判
断
の
方
法
論
は
,
「
社
会
体
の
一
般
的
健
康
」
と
い
う
当
時
の
社
会
理
想
の
「
合
理
化
」
の
方
策
で
あ
り
,
そ
の
中
心
課
題
は
社
会
的
連
帯
へ
の
対
応
関
係

を
選
択
的
に
強
調
し
て
社
会
的
諸
制
度
の
機
能
的
連
関
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
社
会
再
組
織
化
論
は
'
有
機
的
連
帯
論
か
ら
多
元
的
な
結
合
原
理
の
統

合
の
理
論
へ
と
発
展
す
る
が
,
職
業
集
団
論
を
そ
れ
ら
諸
原
理
の
結
節
点
と
し
て
と
ら
え
,
特
に
「
個
別
主
義
的
」
結
合
と
「
普
遍
主
義
的
」
結
合
の
統
合
の

問
題
を
抽
出
す
る
.
さ
ら
に
,
ア
ノ
ミ
ー
状
態
の
社
会
的
連
帯
に
対
す
る
逆
鱗
能
的
対
応
関
係
を
中
心
的
関
心
と
し
た
ア
ノ
ミ
ー
論
の
分
析
枠
組
を
提
出
す

る
。結

論
的
に
,
「
社
会
的
連
帯
」
の
欲
求
に
対
す
る
対
応
関
係
へ
の
関
心
を
デ
ユ
ル
ケ
-
と
共
有
し
な
が
ら
へ
ア
ノ
ミ
ー
発
生
の
原
因
と
過
程
の
分
析
を
'

個
々
の
社
会
状
況
に
応
じ
て
特
殊
化
す
る
と
い
う
ヘ
ア
ノ
ミ
I
論
の
継
承
の
方
向
を
示
す
o

一
　
は
じ
め
に

そ
の
業
績
が
マ
ー
ト
ン
に
よ
っ
て
中
範
囲
の
理
論
の
古
典
的
使
用
例
と
し
て
示

さ
れ
た
よ
う
に
,
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
注
意
は
主
と
し
て
経
験
的
事
実
の
観
察
と
解

釈
を
通
し
て
特
殊
理
論
を
形
成
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
研
究
中
に

現
れ
て
い
る
諸
観
念
は
'
現
代
社
会
学
の
基
礎
概
念
の
原
型
を
成
す
内
容
的
豊
か

さ
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
ら
相
互
間
の
関
係
の
厳
密
な
体
系
化
は
デ
ユ
ル

ケ
-
ム
自
身
に
よ
っ
て
は
成
さ
れ
ず
'
種
々
の
理
論
的
「
隙
間
」
が
残
さ
れ
た
ま

ま
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
の
理
論
を
継
承
'
発
展
あ
る
い
は
批
判
す
る
者
に
と
っ

て
は
,
こ
の
隙
間
を
ど
う
処
理
す
る
か
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
,
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
社
会
学
体
系
を
支
え
る
根
本
的
問
題
関
心
は
社

会
の
再
組
織
化
論
で
あ
り
'
そ
の
た
め
の
具
体
的
方
策
と
し
て
職
業
集
団
論
が
展

開
さ
れ
た
。
同
論
そ
の
も
の
は
'
第
1
に
文
化
的
・
時
代
的
制
約
の
た
め
へ
第
二

に
一
般
原
理
の
提
示
に
と
ど
ま
り
著
述
の
分
量
も
少
な
い
た
め
へ
積
極
的
な
評
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価
・
検
討
は
ほ
と
ん
ど
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
へ
そ
れ
自
体
と
し
て
現

代
社
会
に
適
用
す
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
'
学
説
研
究
の
観
点
か
ら
見

れ
ば
'
そ
れ
は
分
業
や
自
殺
に
関
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
研
究
の
結
果
導
か
れ
た
実
践

的
結
論
で
あ
り
'
し
た
が
っ
て
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
社
会
学
体
系
に
お
い
て
は
経
験

的
研
究
と
社
会
学
思
想
の
結
節
点
に
位
置
す
る
と
い
皇
息
味
で
'
重
要
な
意
義
が

あ
る
。そ

こ
で
へ
本
稿
の
目
的
は
'
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
実
践
的
問
題
関
心
に
沿
っ
て
彼

の
業
黄
を
読
み
込
む
こ
と
に
よ
り
へ
前
述
の
「
隙
間
」
を
埋
め
る
'
あ
る
い
は
そ

の
間
隔
を
縮
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
'
具
体
的
に
は
'
社
会
学
方

法
論
や
社
会
的
連
帯
の
類
型
論
へ
あ
る
い
は
ア
ノ
ミ
ー
の
概
念
等
が
'
職
業
集
団

論
を
中
心
と
す
る
彼
の
社
会
再
組
織
化
論
へ
と
'
い
か
に
し
て
結
び
つ
い
て
い
る

の
か
を
検
討
す
る
作
業
皇
風
味
す
る
o
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
社
会
理
論
を
よ
り
7
般

化
す
る
に
せ
よ
、
個
別
的
社
会
状
況
に
沿
っ
て
解
釈
す
る
に
せ
よ
う
こ
の
基
本
構

造
の
理
解
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
理
論
の
性
格
は
そ
れ
が
立
脚
す
る
関
心
と
深

く
結
び
つ
い
て
お
り
へ
特
に
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
場
合
は
社
会
学
の
根
本
的
問
題
関

心
へ
と
連
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二
　
方
法
論
の
問
題

デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
社
会
再
組
織
化
論
を
検
討
す
る
際
へ
ま
ず
問
題
に
す
べ
き
な

の
は
そ
の
方
法
論
的
側
面
で
あ
る
0
両
組
織
化
論
の
内
容
を
成
す
の
は
有
枚
的
連

帯
や
職
業
集
団
等
の
諸
観
念
で
あ
る
が
'
こ
れ
ら
は
現
に
存
在
す
る
も
の
の
表
現

ヽ

　

ヽ

と
い
う
よ
り
は
'
あ
る
べ
き
も
の
(
当
為
に
関
す
る
事
柄
)
と
い
う
含
み
が
色
濃

い
。
と
す
れ
ば
'
そ
れ
ら
の
諸
観
念
が
'
独
立
科
学
と
し
て
建
設
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
彼
の
社
会
学
体
系
(
特
に
そ
の
方
法
論
)
の
中
に
'
い
か
に
位
喝
つ
け
ら
れ
る

か
が
当
然
問
題
と
な
る
(
-
0
-
そ
こ
で
ま
ず
'
「
実
践
的
目
標
の
設
定
に
際
し
科
学

が
わ
れ
わ
れ
を
導
く
」
と
す
る
彼
の
認
識
の
表
明
で
あ
る
'
正
常
-
病
理
判
断
論

(
『
社
会
学
的
方
法
の
規
準
』
第
三
章
)
　
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

デ
ユ
ル
ケ
-
ム
は
'
社
会
に
と
っ
て
も
健
康
は
望
ま
し
く
病
は
望
ま
し
く
な
い

と
い
う
前
提
(
2
)
の
も
と
に
'
正
常
な
現
象
と
病
理
的
現
象
を
客
観
的
に
区
別
す

る
基
準
を
設
定
し
た
o
こ
の
基
準
は
実
質
的
に
二
段
階
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
。

第
一
の
基
準
に
よ
る
と
'
特
定
の
進
化
段
階
に
あ
る
特
定
社
会
類
型
(
社
会
種
)

ヽ

　

ヽ

に
お
け
る
「
存
在
の
7
般
性
」
が
へ
そ
の
社
会
現
象
が
正
常
で
あ
る
こ
と
の
外
的

標
識
で
あ
る
(
"
0
-
そ
し
て
へ
こ
の
標
識
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
た
一
群
の
事
実
は
,

第
二
の
基
準
へ
す
な
わ
ち
考
察
さ
れ
た
そ
の
社
会
類
型
に
お
け
る
集
合
生
活
の
t

椴
的
諸
条
件
に
そ
れ
が
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
へ
そ

ヽ
ヽ

の
正
常
性
が
内
的
に
把
握
さ
れ
る
O
)
-
こ
の
話
基
準
が
適
用
さ
れ
た
具
体
例
は
'

犯
罪
-
刑
罰
現
象
で
あ
っ
た
o
犯
罪
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
お
い
て
1
般
的
に
存

在
す
る
と
い
う
点
で
も
第
一
の
基
準
を
満
た
す
。
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
考
察
に
よ
る

と
'
あ
る
行
為
が
犯
罪
的
か
否
か
は
'
そ
の
行
為
に
内
在
す
る
要
素
に
よ
っ
て
は

決
定
さ
れ
ず
'
行
為
が
そ
の
時
々
の
集
合
意
識
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会

的
反
作
用
(
刑
罰
)
を
惹
き
起
こ
す
場
合
に
'
そ
れ
は
犯
罪
と
呼
ば
れ
る
。
し
た

が
っ
て
犯
罪
は
'
集
合
意
識
の
強
度
に
根
拠
を
持
つ
ば
か
り
で
な
く
へ
反
作
用
を

も
た
ら
す
過
程
に
お
い
て
集
合
意
識
を
再
活
性
化
す
る
。
さ
ら
に
'
犯
罪
の
発
生

は
'
道
徳
音
義
が
過
度
に
強
化
さ
れ
ず
'
道
徳
と
法
が
正
常
に
進
化
し
う
る
余
地

が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
へ
社
会
統
制
の
枚
能
連
関
の

中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
限
-
・
で
へ
そ
の
発
生
率
が
1
定
水
準
に
あ
る
犯

罪
傾
向
は
'
ノ
ー
マ
ル
な
社
会
生
活
の
1
部
と
見
な
さ
れ
た
(
m
)
-

こ
の
正
常
-
病
理
判
断
論
に
対
す
る
諸
批
判
の
論
点
を
更
新
す
れ
ば
'
「
正
常
」
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と
「
異
常
」
,
「
望
ま
し
い
も
の
と
望
ま
し
く
な
い
も
の
」
の
判
断
は
'
経
験
的
事

実
の
み
か
ら
は
導
き
え
ず
,
何
ら
か
の
価
値
理
想
を
判
断
の
基
準
に
置
か
ね
ば
な

ら
な
い
,
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
O
)
-
「
存
在
の
l
般
性
」
と
い
う
経
験
的
事
実

か
ら
短
絡
的
に
「
望
ま
し
い
も
の
」
を
決
定
す
る
(
常
態
を
望
ま
し
い
も
の
と
す

る
保
守
主
義
)
と
も
解
釈
で
き
る
点
に
'
批
判
が
集
中
し
て
い
る
。
し
か
し
、
デ

ユ
ル
ケ
-
ム
の
論
旨
は
,
犯
罪
現
象
の
解
釈
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
へ
そ
の
現
象

が
い
か
に
し
て
社
会
生
活
の
磯
能
連
関
の
中
に
結
び
つ
い
て
常
態
的
と
な
っ
た
か

を
解
明
す
る
こ
と
で
,
正
常
な
社
会
生
活
の
諸
条
件
の
理
解
に
接
近
し
ょ
う
と
す

る
,
第
二
の
基
準
の
方
に
む
し
ろ
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
O
)
-
「
存
在
の
-
般

性
」
の
姦
準
は
,
研
究
対
象
と
な
る
事
実
を
発
見
す
る
た
め
の
手
続
き
で
あ
る
と

の
み
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
(
ォ
)
-

問
題
は
む
し
ろ
,
「
社
会
に
・
と
っ
て
も
健
康
は
望
ま
し
・
い
」
と
い
う
'
議
論
の

出
発
点
と
な
っ
た
前
提
の
方
法
論
上
の
位
置
が
'
明
確
に
さ
れ
て
い
五
か
っ
た
点

に
あ
る
0
,
7
ア
ユ
ル
ケ
-
ム
は
既
に
へ
こ
の
前
提
に
お
い
て
'
「
健
康
な
る
社
会
」

と
い
う
価
値
理
想
を
基
準
に
し
て
価
値
判
断
を
下
し
て
い
る
.
「
社
会
体
の
嘉

的
健
康
(
l
a
s
a
n
t
e
g
g
n
&
r
a
l
e
d
u
c
o
r
p
u
s
s
o
c
i
a
l
)
」
(
9
)
が
'
彼
の
実
践
的
企

ヽ

　

ヽ

図
の
関
心
の
的
で
あ
り
,
彼
が
依
拠
す
る
理
想
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
'
理
想

(
i
d
e
a
l
)
と
い
う
観
念
が
社
会
学
的
に
性
格
規
定
さ
れ
た
の
は
'
デ
ユ
ル
ケ
-
ム

社
会
学
で
は
後
期
に
な
っ
て
か
ら
で
、
『
規
準
』
の
段
階
で
は
未
確
定
で
あ
っ
た
。

デ
ユ
ル
ケ
-
ム
は
論
文
「
価
値
判
断
と
現
実
判
断
」
(
S
)
に
お
い
て
'
価
値
判
断

の
基
準
と
な
る
「
理
想
」
の
社
会
学
的
実
在
性
(
独
自
の
様
式
の
現
実
u
n
e

r
&
l
i
t
e
a
s
a
f
a
c
o
n
)
C
=
0
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
o
「
個
人
意
識
が
互
い
に
孤
立

し
な
い
・
で
密
接
な
関
係
を
有
L
t
互
い
に
活
発
に
作
用
し
合
う
時
'
そ
の
総
合
か

ら
三
の
新
た
な
種
類
の
心
的
生
活
が
蓬
離
さ
れ
る
」
(
S
3
)
。
特
に
'
社
会
の
創
造

期
壷
新
期
と
い
っ
た
時
期
に
'
人
々
の
相
互
の
関
係
が
よ
り
密
接
に
結
合
さ
れ

た
壷
の
集
合
的
沸
騰
状
態
に
お
い
て
'
「
現
実
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
を
磯
能
と

す
る
理
想
」
(
2
)
が
意
欲
さ
れ
,
集
合
力
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
理

想
は
集
合
意
識
の
義
で
あ
。
'
社
会
的
事
実
の
贋
格
で
取
り
扱
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
社
会
学
は
,
理
想
を
追
い
求
め
る
の
で
は
な
く
へ
こ
れ
を
一
つ
の
与
件
と

し
,
研
究
対
象
と
し
て
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
(
3
)
-
そ
の
よ
う

な
研
究
の
具
体
例
が
彼
の
「
社
会
主
義
論
」
(
2
)
で
あ
。
'
こ
れ
は
彼
と
同
時
代
的

な
思
想
体
系
と
社
会
的
状
態
と
を
関
連
づ
け
て
い
る
点
で
'
こ
こ
で
は
重
要
で
あ

る
。デ

ユ
ル
ケ
-
ム
に
よ
る
と
,
社
会
主
義
は
「
一
つ
の
理
想
」
で
あ
る
二
社
会

主
義
は
‥
-
亘
っ
た
く
未
来
を
め
ざ
し
て
い
る
。
」
「
そ
れ
は
何
よ
。
も
ま
ず
'
現

存
社
会
の
改
造
案
で
あ
り
へ
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
'
あ
る
い
は
夢
み
ら
れ
て
い

る
よ
う
な
か
た
ち
で
は
存
在
し
て
い
な
い
'
そ
し
て
選
び
と
る
に
価
す
る
も
の
と

i
f
l
サ
M
呂
り

し
て
人
び
と
に
撃
不
さ
れ
て
い
る
へ
社
会
の
予
定
図
で
あ
る
」
C
S
)
-
そ
の
よ
う
な

理
想
の
個
々
の
「
内
容
」
は
さ
て
お
き
'
「
そ
れ
を
発
生
さ
せ
た
社
会
状
態
(
l
e
s

仰
t
a
t
s
s
o
c
i
a
u
x
)
J
(
S
)
は
、
経
済
的
諸
機
能
が
急
激
に
発
達
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
,
十
分
な
組
織
化
を
欠
く
た
め
に
混
乱
状
態
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
た
め
に
社
会
主
義
思
想
は
共
通
に
「
現
に
拡
散
的
で
あ
る
経
済
的
諸
機
能
の
一

切
,
ま
た
は
そ
の
う
ち
の
若
干
の
も
の
を
'
社
会
の
指
導
的
で
意
識
的
な
中
枢
部

に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
要
求
す
る
」
C
S
)
-
経
済
生
活
お
よ
び
社
会
生
活
の
組
織
化

に
対
す
る
熱
望
が
,
社
会
主
義
の
理
想
を
作
り
出
し
た
こ
と
は
'
ひ
と
つ
の
社
会

的
事
実
と
し
て
認
識
さ
れ
た
が
へ
そ
れ
と
同
時
に
へ
同
様
の
社
会
環
境
に
身
を
置

く
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
に
と
っ
て
も
'
そ
れ
ら
の
組
織
化
は
急
務
の
問
題
で
あ
り
'
自

ら
が
依
拠
す
る
理
想
で
あ
っ
た
。
た
だ
へ
彼
が
下
し
た
批
判
に
よ
る
と
'
「
社
会
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主
義
は
'
経
済
生
活
が
そ
れ
だ
け
で
自
己
を
組
織
化
で
き
る
こ
と
、
つ
ま
り
何
ら

か
の
道
徳
的
権
威
が
そ
の
上
に
立
た
な
く
て
も
規
則
的
か
つ
調
和
的
に
機
能
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
'
経
済
学
理
論
同
様
認
め
て
い
る
」
(
S
)
-
そ
こ
で
へ
道
徳

駒
規
制
作
用
が
「
あ
ら
ゆ
る
社
会
鍛
練
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
条
件
」
(
ァ
)
で
あ
る

と
い
う
観
点
か
ら
社
会
の
再
組
織
化
を
問
い
直
す
点
で
'
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
は
自
ら

を
社
会
主
義
者
か
ら
区
別
す
る
O
そ
し
て
へ
生
物
学
か
ら
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
依
拠

し
た
社
会
概
念
に
則
し
て
、
こ
の
痩
憩
を
「
社
全
体
の
一
般
的
健
康
」
と
再
定
式

化
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
へ
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
「
実
践
的
目
標
の
科
学
的
設
定
」
に
お
い
て

は
'
そ
れ
が
立
脚
す
る
出
発
点
が
二
種
類
あ
っ
た
と
言
え
る
　
　
ひ
と
つ
は
'

科
学
が
観
察
の
対
象
と
す
べ
き
経
験
的
事
実
で
あ
と
も
ラ
ひ
と
つ
は
'
彼
自
身

が
構
成
員
で
あ
っ
た
当
の
社
会
の
「
理
想
」
で
あ
る
。
発
生
の
当
初
に
お
け
る

ナ
マ

「
理
想
」
は
'
生
の
ま
ま
で
は
、
願
望
さ
れ
る
程
度
が
い
か
に
強
く
と
も
'
内
容

的
に
は
「
通
俗
的
観
念
」
の
水
準
に
と
ど
ま
り
'
現
実
と
は
矛
盾
す
る
(
実
現
不

可
能
)
も
の
か
も
し
れ
な
い
(
讐
O
現
実
世
界
を
理
想
に
向
け
て
変
革
す
る
た
め

に
は
へ
そ
の
理
想
が
「
現
実
そ
の
も
の
の
う
ち
に
客
観
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
特

定
の
可
能
態
」
　
と
し
て
科
学
的
に
認
識
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
へ
科
学
が
あ
る
理
想
に
依
拠
し
な
が
ら
混
沌
た
る
現
実
を
再
構
成
す
る
1

方
へ
そ
の
現
実
認
識
が
逆
に
作
用
し
て
理
想
を
修
正
あ
る
い
は
精
密
化
す
る
と
い

ぅ
側
面
を
指
す
.
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
に
関
し
て
言
え
ば
'
彼
に
は
「
健
康
と
は
'
全

機
能
の
調
和
的
発
展
を
意
味
す
る
」
(
3
)
と
い
う
思
想
が
あ
っ
た
が
'
こ
の
ま
ま
で

は
政
策
壁
1
1
n
に
ま
で
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
実
の
観
察
に
基
づ
い
て

諸
制
度
(
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
)
が
実
際
に
担
っ
て
い
る
社
会
的
機
能
と
そ
の
相
互
連
関

を
'
具
体
的
に
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
彼
の
「
正
常
1
病
理
判
断
論
」
は
,
そ

の
た
め
の
手
続
き
の
撃
不
で
あ
り
'
犯
罪
-
刑
罰
現
象
と
社
会
統
制
メ
カ
1
1
"
K
ム

と
の
間
の
磯
能
的
連
関
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
実
践
的
関
心
を

持
っ
た
社
会
学
者
に
と
っ
て
は
'
自
己
の
依
拠
す
る
理
想
は
、
通
俗
的
観
念
の
水

準
か
ら
'
実
現
可
能
な
可
能
態
に
ま
で
「
合
理
化
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

職
業
集
団
論
等
の
社
会
再
組
織
化
論
は
'
こ
の
よ
う
な
「
理
想
の
合
理
化
」
の
一

定
段
階
に
依
拠
し
た
提
言
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
'
社
会
現
象
の
認
識
の
た
め
に
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
の

は
機
能
論
的
方
法
で
あ
・
る
が
'
こ
れ
も
「
実
践
的
目
標
の
科
学
的
設
定
」
と
い
ラ

課
題
に
と
っ
て
戦
略
的
重
要
性
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
機
能
(
f
o
n
c
t
i
o
n
)

の
語
は
'
目
的
論
的
説
明
を
排
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
あ
る
社
会
現
象
の
枚

能
を
問
題
と
す
る
場
合
'
そ
れ
は
そ
の
現
象
と
社
会
的
有
機
体
の
T
椴
的
欲
求
と

の
間
の
対
応
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
)
関
係
の
あ
-
方
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
社

会
現
象
は
'
社
会
の
側
か
ら
す
れ
ば
有
益
な
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
が
,
そ

の
有
用
性
の
故
に
前
も
っ
て
予
測
さ
れ
意
図
さ
れ
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
(
潜
在

的
機
能
)
。
し
た
が
っ
て
'
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
に
よ
る
と
科
学
的
に
取
扱
う
に
は
不

適
当
な
へ
そ
の
現
象
に
つ
い
て
の
意
図
や
予
測
と
い
っ
た
主
観
的
問
題
は
捨
象
さ

れ
へ
客
観
的
観
察
結
果
と
し
て
の
機
能
的
対
応
関
係
が
問
題
に
さ
れ
た
　
　
社

会
現
象
の
作
用
原
因
は
別
に
探
求
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
分
析
上
の
区
別
C
g
)

に
よ
っ
て
へ
目
的
論
的
解
釈
が
事
実
認
識
を
歪
め
る
可
能
性
が
回
避
さ
れ
'
客
観

的
現
実
認
識
へ
と
接
近
す
る
道
が
開
か
れ
た
と
言
え
る
。

し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
へ
分
析
者
は
問
題
の
社
会
的
欲
求
に
対
し
て
価
値
を
付

与
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
評
価
的
磯
能
主
義
)
(
S
)
-
機
能
分
析
の
基
礎
で
あ
る
社

会
的
諸
欲
求
の
中
か
ら
'
特
に
何
を
選
択
し
て
社
会
現
象
と
の
対
応
関
係
を
問
題

と
す
る
か
は
'
分
析
者
の
価
値
判
断
の
間
者
で
あ
る
。
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
場
合
'
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そ
の
依
拠
す
る
価
値
理
想
は
「
社
会
体
の
1
般
的
健
康
」
で
あ
っ
た
の
で
'
正
常

な
社
会
生
活
が
成
立
す
る
最
低
条
件
と
し
て
の
「
社
会
的
凝
集
」
あ
る
い
は
「
社

会
的
連
帯
」
と
い
う
社
会
的
欲
求
を
特
に
問
題
に
し
た
。
社
会
的
欲
求
の
概
念

を
'
全
体
的
社
会
状
況
が
そ
の
部
分
(
個
人
)
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
社
会
の

内
在
的
傾
向
と
解
す
る
見
方
(
S
)
を
取
れ
ば
、
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
に
は
'
社
会
を
構

成
す
る
人
間
存
在
に
関
し
て
あ
る
前
提
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
'
既
に
社

会
を
形
成
し
て
そ
こ
で
生
活
し
て
い
る
人
間
(
社
会
化
さ
れ
た
人
間
)
は
'
他
者

と
の
連
帯
的
共
存
を
志
向
・
欲
求
す
る
と
い
う
人
間
観
で
あ
る
。
こ
れ
は
へ
分
業

発
展
の
説
明
の
前
提
条
件
で
あ
っ
た
し
(
空
'
自
己
本
位
的
自
殺
の
説
明
に
も
う

か
が
え
る
人
間
観
で
あ
る
。
こ
の
人
間
的
欲
求
を
軸
に
し
た
へ
諸
他
の
条
件
の
総

合
か
ら
'
社
会
的
欲
求
が
形
成
さ
れ
る
と
想
定
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
'
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
に
よ
る
幾
能
分
析
の
多
く
は
'
「
社
会
的
連
帯
」

と
い
う
欲
求
を
基
礎
と
し
て
行
な
わ
れ
た
o
ア
ノ
ミ
ー
的
分
業
に
せ
よ
拘
束
的
分

業
に
せ
よ
'
そ
れ
が
病
理
的
・
異
常
形
態
と
判
断
さ
れ
た
の
は
'
「
正
常
な
」
分

業
の
場
合
に
は
も
た
ら
さ
れ
る
と
想
定
さ
れ
た
連
帯
効
果
を
創
出
し
え
な
い
と
い

う
限
り
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
一
般
に
へ
機
能
主
義
社
会
学
は
統
合
さ
れ
た
安
定

的
社
会
構
造
を
定
数
化
す
る
傾
向
が
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
O
S
)
が
'
デ
ユ
ル
ケ
-

ム
の
場
合
は
'
社
会
的
連
帯
に
対
す
る
「
欲
求
」
が
定
数
化
さ
れ
て
い
る
。
『
社

会
分
業
論
』
に
お
い
て
は
'
社
会
の
内
的
環
境
の
変
化
と
い
う
状
況
(
人
口
の
量

と
密
度
の
増
大
)
に
お
い
て
、
全
体
社
会
の
内
在
的
傾
向
と
し
て
こ
の
「
欲
求
」

が
充
足
さ
れ
る
過
程
(
分
業
の
発
展
)
が
'
社
会
構
造
の
変
動
と
し
て
説
明
さ
れ

た
。
さ
ら
に
'
連
帯
効
果
が
創
出
さ
れ
な
い
事
態
は
分
析
者
に
よ
っ
て
否
定
的
に

評
価
さ
れ
'
正
常
状
態
を
回
復
す
べ
く
'
実
践
的
提
言
に
よ
っ
て
積
極
的
な
介
入

が
企
図
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
3
)
-

(
1
)
　
「
当
為
」
に
閑
す
言
明
の
「
非
科
学
性
(
希
望
の
表
明
に
す
ぎ
な
い
)
」
が
'
彼
の

社
会
再
組
織
化
論
が
し
ば
し
ば
軽
視
さ
れ
て
き
た
事
の
理
由
で
あ
る
。

(
<
*
o
 
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
5
,
L
e
s
r
S
g
l
e
s
d
e
l
a
m
e
t
h
o
d
s
s
o
c
i
o
l
o
g
i
q
u
e
,
P
.
U
.
F
.

(
2
1
-
e
d
.
)
p
.
4
9
(
宮
島
　
喬
訳
'
一
九
七
八
'
『
社
会
学
的
方
法
の
規
準
』
岩
波

書
店
'
〓
1
四
貢
)
。

(
m
)
　
I
b
i
d
.
,
p
p
.
5
5
-
8
C
一
三
三
I
九
貢
)
0

O
)
　
I
b
i
d
.
,
p
p
.
5
9
-
6
0
(
;
四
〇
-
四
1
頁
)
。
第
三
の
基
準
は
'
過
渡
期
の
社
会
類

型
に
お
い
て
は
第
二
の
基
準
が
特
に
不
可
欠
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
だ
け
で
'
実
質

的
に
は
二
つ
の
基
準
で
正
常
-
病
理
判
断
論
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

(
i
n
)
　
I
b
i
d
.
,
p
p
.
6
6
-
7
1
(
1
五
l
I
九
貢
)
。
c
f
.
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
3
,
D
e
 
l
a

divisiondutravailsocial:etudesurI'organisationdesocietesuperieures,

P
.
U
.
F
.
(
1
0
e
e
d
.
)
l
i
v
.
1
.
,
c
h
.
2
　
(
田
空
目
和
訳
'
1
九
七
l
'
『
社
会
分
業
論
』
'

青
木
書
店
'
第
t
編
'
第
二
章
)
o

(
6
)
　
批
判
は
二
つ
の
側
面
か
ら
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
t
 
H
E
に
お
い
て
'
客
観
的
方
法

へ
価
値
判
断
と
い
う
不
純
物
が
混
入
し
た
こ
と
へ
の
不
満
で
あ
り
'
他
の
面
に
お
い
て

は
・
評
価
の
次
元
の
問
題
に
経
験
的
方
法
を
持
ち
込
む
こ
と
の
不
適
切
さ
(
不
謹
慎

さ
)
に
対
す
る
非
難
で
あ
る
。
こ
の
間
題
に
関
す
る
参
考
文
献
は
'
松
下
武
志
'
t
九

六
九
・
「
ヂ
ユ
ル
ケ
-
ム
社
会
病
理
学
の
性
格
」
『
社
会
学
研
究
』
三
〇
号
/
中
村
清
'

1
九
七
七
'
「
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
道
徳
の
科
学
に
つ
い
て
」
『
宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀

要
』
二
七
号
/
高
滞
淳
夫
二
九
七
八
'
「
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
に
お
け
る
社
会
学
的
判
断

論
」
『
現
代
社
会
学
』
九
号
'
講
談
社
/
大
村
英
昭
二
九
七
九
、
「
実
証
科
学
と
し
て

の
社
会
学
」
新
陸
人
他
者
『
社
会
学
の
あ
ゆ
み
』
有
斐
閣
。

(
7
)
　
「
平
常
的
」
「
常
態
的
」
と
「
正
常
的
」
は
区
別
さ
る
べ
き
で
'
そ
の
現
象
の
平
常

性
が
「
有
機
体
の
機
能
上
の
必
要
に
真
に
適
う
」
場
合
に
の
み
'
そ
れ
は
「
正
常
的
」

と
さ
れ
る
。
中
久
郎
'
1
九
七
九
'
軍
ユ
ル
ケ
-
ム
の
社
会
理
論
』
創
文
社
'
三
一

八
貫
。
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(
8
)
　
ル
ー
ク
ス
の
指
摘
に
よ
る
と
'
ア
ノ
ミ
ー
的
分
業
や
拘
束
的
分
業
な
ど
の
検
討
に

実
際
に
適
用
さ
れ
た
の
は
第
二
の
基
準
で
あ
り
'
第
一
の
基
準
は
理
論
的
に
公
表
さ
れ

た
だ
け
で
あ
っ
た
　
S
.
L
u
k
e
s
,
1
9
7
3
,
E
m
i
l
e
 
D
u
r
k
h
e
i
m
:
h
i
s
 
l
i
f
e
a
n
d

w
o
r
k
,
S
t
a
n
f
o
r
d
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
P
r
e
s
s
,
p
p
.
2
竿
3
0
,
し
か
し
'
「
犯
罪
の
社
会
的

機
能
」
の
発
見
に
対
す
る
貢
献
か
ら
す
れ
ば
'
第
蒜
基
準
も
,
自
殺
や
社
会
主
義
の

定
義
と
同
様
の
意
義
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

O
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
3
,
o
p
.
c
i
t
,
p
.
X
X
I
V
(
二
五
頁
)
.

(
S
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
9
1
1
㌦
J
u
g
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
v
a
l
e
u
r
 
e
二
u
g
e
m
e
n
t
s
 
d
e

r
e
a
l
i
t
y
"
,
d
a
n
s
1
9
2
4
,
S
o
c
i
o
l
o
g
i
e
e
t
p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
,
P
.
U
.
F
.
(
4
e
e
d
.
)
(
山
田
吉

彦
訳
'
一
九
四
三
'
『
社
会
学
と
哲
学
』
創
元
社
)
0

(
3
)
　
I
b
i
d
.
,
p
.
1
1
9
(
二
1
四
貫
)
0

(
3
)
　
I
b
i
d
.
,
p
.
U
4
(
二
〇
五
貫
)
0

(
S
)
　
I
b
i
d
.
.
p
.
1
2
0
(
二
二
ハ
頁
)
。

(
3
)
　
I
b
i
d
.
,
p
p
.
1
2
0
-
1
2
1
(
1
|
|
七
-
八
頁
)
0

(
3
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
9
2
8
,
L
e
S
o
c
i
a
l
i
s
m
s
 
P
.
U
.
F
.
(
2
e
e
 
'
d
.
)
(
森
　
博
訳
,

r
九
七
七
'
『
社
会
主
義
お
よ
び
サ
ン
シ
モ
ン
』
恒
星
社
厚
生
閣
)
。

(
S
)
　
I
b
i
d
.
,
p
p
.
3
5
-
3
6
C
一
五
頁
)
o

(
f
t
)
　
I
b
i
d
.
,
p
.
3
8
(
I
八
貢
)
0

(
S
)
　
I
b
i
d
.
,
p
.
4
9
(
≡
貢
)
。
こ
の
定
義
の
内
容
が
'
職
業
集
団
と
国
家
の
関
係
に

関
す
る
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
言
明
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

(
S
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
9
5
0
,
L
e
g
o
n
s
d
e
s
o
c
i
o
l
o
g
i
e
,
P
.
U
.
F
.
(
2
e
e
d
.
)
p
.
5
0

(
宮
島
　
喬
・
川
喜
多
喬
訳
'
一
九
七
四
『
社
会
学
講
義
』
み
す
ず
葦
原
,
四
四
頁
)
。

(
ァ
)
　
I
b
i
d
.
,
p
,
5
4
C
四
九
貫
)
0

(
S
)
　
こ
の
点
で
'
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
が
経
験
的
事
実
か
ら
理
想
を
導
き
出
そ
う
と
し
た
と

す
る
解
釈
は
適
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
.
も
っ
と
も
彼
の
論
述
に
は
,
誤
解
を
ま
ね

い
て
も
し
か
た
の
な
い
暖
昧
さ
が
あ
る
と
い
う
う
ら
み
は
あ
る
。

(
S
D
　
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
は
『
社
会
分
業
論
』
に
お
い
て
'
文
明
の
進
歩
と
幸
福
の
関
係

(
第
二
編
'
第
二
早
)
や
自
由
の
観
念
(
p
p
.
3
8
0
-
1
,
訳
三
七
二
頁
)
に
関
す
る
,
過

俗
的
理
想
を
批
判
し
て
い
る
。

(
S
3
)
　
中
久
郎
t
 
T
九
七
九
へ
前
掲
書
へ
二
五
千
二
頁
へ
「
理
想
は
,
予
測
さ
れ
る

未
来
の
状
態
と
し
て
現
実
の
諸
物
内
に
既
に
含
ま
れ
て
い
る
潜
在
的
趨
勢
な
の
で
あ
っ

て
'
そ
れ
は
所
与
の
諸
条
件
の
科
学
的
認
識
に
基
づ
い
て
確
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。

(
w
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
3
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
2
1
6
(
二
三
〇
貫
)
。

(
K
)
　
I
b
i
d
.
,
p
p
.
l
l
-
1
2
(
五
二
頁
)
,
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
5
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
9
5
(
i

九
六
貢
)こ

の
区
別
は
'
換
言
す
れ
ば
'
社
会
現
象
の
存
在
理
由
に
つ
い
て
,
起
源
の
原
因

(
t
h
e
c
a
u
s
e
s
o
f
o
r
i
g
i
n
)
の
観
点
(
作
用
原
因
)
と
持
続
性
の
原
因
(
t
h
e
c
a
u
s
e
s

o
f
 
p
e
r
s
i
s
t
e
n
c
e
)
の
観
点
(
機
能
)
の
識
別
で
あ
る
。
(
c
f
.
R
.
P
.
D
o
r
e
,
1
9
6
1
,

"
F
u
n
c
t
i
o
n
a
n
d
c
a
u
s
e
"
,
A
.
S
.
R
.
,
V
o
1
.
2
6
,
N
o
.
6
)
「
じ
っ
さ
い
,
事
実
の
効

用
が
そ
の
事
実
を
存
在
さ
せ
る
の
で
は
な
い
と
し
て
も
'
そ
れ
が
存
続
(
s
e
m
a
n
-

t
e
n
i
r
)
し
う
る
た
め
に
は
'
一
般
的
に
い
っ
て
そ
れ
が
有
用
で
あ
る
こ
と
は
必
要
で

ぁ
ろ
う
0
」
(
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
5
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
　
訳
1
九
八
貫
)
0

(
S
)
　
中
久
郎
'
克
六
九
'
「
社
会
連
帯
と
社
会
主
義
」
『
社
会
学
評
論
』
七
七
号
,

五
七
頁
へ
「
し
か
し
デ
ユ
ル
ケ
ム
の
方
針
の
独
自
な
点
は
'
そ
の
分
析
の
明
示
的
基
礎

で
あ
る
「
社
会
的
要
求
」
(
b
e
s
o
i
n
s
o
c
i
a
l
)
が
彼
の
実
践
的
な
問
題
関
心
に
よ
っ
て

導
か
れ
'
評
価
的
内
容
を
持
つ
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
」
。

(
?
S
>
A
.
P
i
e
r
c
e
,
1
9
6
0
㌦
D
u
r
k
h
e
i
m
a
n
d
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
s
m
-
,
i
n
K
.
H
.
W
o
l
f
f

e
d
.
,
E
s
s
a
y
s
o
n
S
o
c
i
o
l
o
g
y
&
P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
b
y
E
m
i
l
e
D
u
r
k
h
e
i
m
e
t
a
1
.
.
O
h
i
o

S
t
a
t
e
 
U
n
i
v
.
P
r
e
s
s
.

(
g
u
　
特
に
'
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
5
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
p
.
9
2
-
4
(
|
九
二
-
四
貫
)
に
お

け
る
'
分
業
発
展
に
わ
い
て
の
補
足
的
説
明
を
参
照
の
こ
と
・

(
8
)
　
新
明
正
道
二
九
六
七
へ
『
社
会
学
的
機
能
主
義
』
誠
信
葦
原
・
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(
3
)
　
第
三
共
和
制
の
公
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
た
「
連
帯
主
義
(
S
o
l
i
d
a
r
i
s
m
e
)
」

か
ら
は
二
ア
ユ
ル
ケ
ー
ム
の
立
場
を
区
別
す
べ
き
だ
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
o

H
.
A
l
p
e
r
t
,
1
9
3
9
,
D
u
r
k
h
e
i
m
a
n
d
h
i
s
s
o
c
i
o
l
o
g
y
,
N
.
Y
.
,
R
u
s
s
e
l
l
&
R
u
s
s
e
l
1
-

I
n
c
.
,
p
p
.
1
7
7
-
8
(
花
田
・
仲
・
由
木
共
訳
二
九
七
七
へ
『
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
と
社
会

学
』
、
慶
応
通
信
、
i
四
九
I
I
五
〇
頁
)
;
S
.
L
u
k
e
s
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
3
5
1
;
D
.

L
a
C
a
p
l
a
,
1
9
7
2
,
E
m
i
l
e
 
D
u
r
k
h
e
i
m
:
S
o
c
i
o
l
o
g
i
s
t
 
a
n
d
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
e
r
,
T
h
e

u
n
i
v
.
o
f
C
h
i
c
a
g
o
P
r
e
s
s
,
p
.
7
3
.
彼
の
社
会
的
連
帯
の
立
場
は
'
そ
の
思
想
が
深

ま
る
に
つ
れ
て
'
本
質
的
に
共
同
態
的
・
相
互
依
存
的
特
性
を
持
つ
存
在
と
し
て
の
人

間
観
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

三
　
職
業
集
団
論
の
構
造

デ
ユ
ル
ケ
-
ム
に
よ
る
社
会
再
組
織
化
論
の
中
心
的
提
言
は
'
職
業
集
団
論
で

あ
る
。
同
論
は
『
自
殺
論
』
の
結
論
以
後
主
張
さ
れ
始
め
た
が
'
こ
れ
を
中
核
と

す
る
社
会
再
組
織
化
論
の
構
成
を
把
握
す
る
た
め
に
は
'
こ
れ
を
『
社
会
分
業

論
』
に
お
け
る
有
機
的
連
帯
論
の
発
展
と
修
正
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
'
基
本

的
に
重
要
と
思
わ
れ
る
。

社
会
の
近
代
化
趨
勢
に
関
す
る
彼
の
認
識
は
'
同
質
的
な
内
部
構
造
を
持
っ
た

未
分
化
な
社
会
が
並
存
す
る
環
節
的
な
社
会
構
造
か
ら
'
燐
能
分
化
し
た
諸
部
分

が
1
体
系
を
形
成
す
る
大
規
模
で
複
雑
な
組
織
的
社
会
構
造
へ
の
移
行
t
と
い
う

図
式
で
あ
る
(
基
本
的
社
会
観
)
。
そ
し
て
へ
社
会
の
構
成
様
式
の
こ
の
両
極
に

そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
に
優
勢
な
連
帯
様
式
と
し
て
'
磯
械
的
と
有
棟
的
と
が
区
別
さ

れ
,
後
者
が
前
者
に
対
し
次
第
に
優
越
し
て
き
た
と
い
う
仮
説
の
検
証
が
'
二
種

塀
の
法
規
則
(
抑
止
的
と
原
状
復
原
的
)
を
指
標
と
し
て
示
さ
れ
た
(
事
実
認

識
)
。
分
業
の
発
展
は
'
人
口
密
度
の
増
大
と
都
市
の
発
展
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

_
シ
ョ
ン
・
運
輸
技
術
の
革
新
に
よ
る
環
節
的
構
造
の
崩
壊
を
条
件
と
し
て
'
生

存
競
争
激
化
に
対
す
る
生
活
者
(
-
)
の
対
応
-
職
業
の
専
門
化
を
主
要
因
と
し
て
、

説
明
さ
れ
た
(
説
明
)
。
こ
の
よ
う
に
へ
分
業
の
発
展
は
必
然
的
な
歴
史
的
趨
勢

な
の
で
あ
る
が
'
現
に
存
在
す
る
分
業
は
'
社
会
的
連
帯
の
磯
能
要
件
(
社
会
的

欲
求
)
と
の
対
応
関
係
の
点
で
は
'
逆
梯
能
的
(
病
理
的
)
で
あ
る
(
事
実
判

断
1
価
値
判
断
)
。
そ
こ
で
へ
分
業
が
正
常
で
あ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
'
連
帯

的
諸
器
官
の
持
続
的
接
触
(
卦
「
ア
ノ
ミ
ー
的
分
業
」
)
と
、
闘
争
の
外
在
的
諸

条
件
の
平
等
(
対
「
拘
束
的
分
業
」
)
が
示
さ
れ
た
(
目
標
設
定
)
0

有
椀
的
連
帯
論
は
そ
の
後
基
礎
的
修
正
を
加
え
ら
れ
'
「
有
機
的
連
帯
」
の
用

語
自
体
も
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
(
2
)
ほ
ど
だ
が
'
そ
れ
は
こ
の
「
有
枚
的
」
結

合
様
式
の
効
用
の
み
が
'
過
度
に
主
張
さ
れ
た
事
に
対
す
る
反
省
の
た
勅
で
あ
ろ

う
O
燐
城
的
連
帯
は
,
信
念
と
感
情
の
共
有
1
-
集
合
意
識
に
よ
る
凝
集
と
'
個
人

意
識
の
集
合
意
識
へ
の
埋
没
に
よ
-
特
徴
づ
け
ら
れ
る
.
1
方
へ
有
幾
的
連
帯
で

は
,
諸
個
人
の
特
殊
専
門
化
に
伴
う
相
互
依
存
性
の
増
大
と
'
個
人
意
識
(
自
律

性
)
の
優
越
が
見
ら
れ
る
o
し
た
が
っ
て
へ
後
者
は
前
者
の
退
行
を
前
操
と
し
て

の
み
進
歩
し
う
る
と
い
う
関
係
が
あ
る
(
c
o
)
ォ
し
か
し
そ
の
l
方
へ
分
析
的
抽
象

化
以
前
の
現
実
態
に
お
い
て
は
'
両
者
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
ま
ず
へ
機

能
の
分
化
は
既
に
統
合
さ
れ
た
社
会
の
内
部
で
生
じ
る
と
き
に
の
み
連
帯
効
果
を

も
た
ら
す
と
い
う
意
味
で
'
有
機
的
連
帯
は
枚
械
的
連
帯
が
先
行
し
て
存
在
し
て

い
る
こ
と
登
別
捷
条
件
と
し
て
い
る
O
さ
ら
に
'
協
同
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

結
合
関
係
は
,
相
互
依
存
の
状
態
に
関
す
る
道
徳
的
信
念
の
共
有
を
生
み
出
す
。

分
化
の
過
程
が
進
行
す
る
た
め
に
は
へ
こ
の
二
種
類
の
統
合
作
用
の
相
即
的
存
在

が
必
要
と
さ
れ
た
O
)
-
す
な
わ
ち
へ
分
析
的
に
概
念
化
さ
れ
た
有
機
的
連
帯
の

結
合
原
理
の
撃
不
と
そ
の
強
調
は
'
「
個
人
の
自
律
化
と
社
会
に
対
す
る
依
存
性

の
同
時
的
増
大
」
は
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
『
分
業
論
』
の
梯
縁
と
な
っ
た
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問
題
(
5
)
へ
の
解
答
に
は
な
っ
た
が
'
社
会
の
道
徳
的
再
建
と
い
う
根
本
問
題
の

解
釈
に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
共
同
意
識
に
よ
る
分
業
社
会
の
基
礎
づ
け
に
は
意

識
的
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
類
似
に
基
づ
く
連
帯
の
可
能
性
を
全
て
否
定

し
(
6
)
へ
有
機
的
連
帯
(
相
互
依
存
性
の
自
覚
に
よ
る
理
性
的
連
帯
の
志
向
)
の

み
を
強
調
し
た
点
が
'
そ
の
後
の
理
論
的
修
正
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
所
以
で

あ
っ
た
。

デ
ユ
ル
ケ
-
ム
に
お
け
る
集
合
意
識
論
の
重
視
は
'
7
八
九
五
年
と
い
わ
れ
る

宗
教
現
象
の
重
要
性
の
認
識
(
7
)
と
時
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら

く
そ
れ
と
平
行
し
て
'
彼
の
社
会
再
組
織
化
論
に
お
け
る
社
会
的
結
合
原
理
は
多

元
的
に
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
へ
「
諸
個
人
」
が
直
接
接
触
可

能
な
範
囲
内
で
社
会
的
凝
集
を
促
す
条
件
の
レ
ベ
ル
と
'
社
会
の
「
諸
器
官
」
の

機
能
的
調
和
を
含
め
た
全
体
社
会
の
レ
ベ
ル
と
が
へ
区
別
さ
れ
た
。
前
者
は
集
合

意
識
論
を
'
そ
し
て
後
者
は
有
機
的
連
帯
論
を
'
そ
れ
ぞ
れ
適
用
し
た
提
言
で
あ

る
。
そ
し
て
へ
職
業
集
団
論
は
こ
の
両
者
を
結
節
す
る
位
置
に
あ
る
の
で
あ
る
。

職
業
集
団
再
建
の
壁
l
l
u
は
'
自
殺
率
の
急
増
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
社
会
の
解

体
状
態
に
対
す
る
治
癒
策
と
し
て
世
に
問
わ
れ
た
。
解
体
状
態
と
は
,
個
人
に
対

す
る
社
会
の
凝
集
力
の
衰
退
(
エ
ゴ
イ
ズ
ム
)
と
規
制
力
の
弛
緩
(
ア
ノ
ミ
ー
)

を
意
味
す
る
O
両
者
は
「
社
会
の
不
在
」
の
異
な
る
側
面
を
示
し
て
い
る
(
8
)
の

で
'
こ
れ
ら
を
鎮
静
さ
せ
る
に
は
'
社
会
を
存
在
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し

て
へ
そ
の
社
会
と
は
'
個
人
が
愛
着
を
感
じ
る
事
が
で
き
へ
個
々
の
具
体
的
場
合

に
則
し
て
行
為
準
則
を
定
め
る
事
が
可
能
な
程
度
の
範
囲
の
集
団
(
中
間
集
団
)

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
今
後
期
待
で
き
る
集
団
と
し
て
'
家
族
集

団
や
地
域
社
会
が
退
け
ら
れ
'
職
業
的
組
織
が
選
ば
れ
た
の
は
'
ギ
ル
ド
の
伝
統

な
ど
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
固
有
の
事
情
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
o
そ
こ
で
以

後
は
'
本
質
論
的
問
題
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
に
し
よ
う
。

職
業
集
団
再
建
の
要
請
は
'
社
会
的
凝
集
力
の
源
泉
の
確
保
を
第
一
の
目
的
と

し
て
い
る
。
職
業
集
団
は
か
つ
て
の
宗
教
社
会
'
家
族
社
会
へ
政
治
社
会
と
同
様

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

の
凝
集
力
を
備
え
る
と
さ
れ
る
が
'
こ
れ
は
「
同
種
類
の
す
べ
て
の
労
働
者
,
あ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

る
い
は
同
じ
職
能
の
す
べ
て
の
仲
間
が
結
び
つ
い
て
形
成
す
る
」
た
め
で
あ
る
。

ヽ

「
同
じ
労
働
に
従
事
し
て
い
る
個
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
L
へ
彼
ら
の
利

、

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

害
は
連
帯
し
、
7
体
化
し
さ
え
し
て
い
る
の
で
'
社
会
的
な
観
念
や
感
情
を
は
ぐ

く
む
う
え
で
こ
れ
ほ
ど
う
っ
て
つ
け
の
地
盤
は
な
い
」
。
す
な
わ
ち
へ
「
出
自
へ
教

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

養
へ
職
業
な
ど
に
お
け
る
同
1
性
(
i
d
e
n
t
i
t
e
)
J
が
凝
集
力
の
源
泉
と
さ
れ

た
O
>
)
-
さ
ら
に
こ
れ
は
へ
「
あ
る
政
治
社
会
に
お
い
て
'
若
干
数
の
個
人
が
,
そ

の
人
口
の
う
ち
に
他
の
人
び
と
と
わ
か
ち
も
つ
こ
と
の
な
い
観
念
へ
利
害
へ
仕
事

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

を
共
通
に
す
る
」
(
2
)
と
い
う
局
部
的
類
似
性
の
認
識
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ

ち
へ
著
し
く
多
元
化
し
た
組
織
的
分
業
社
会
も
お
よ
び
そ
の
趨
勢
に
伴
う
集
合
意

識
の
退
化
二
般
化
と
い
う
条
件
の
中
に
お
い
て
'
人
為
的
に
共
通
要
素
を
結
集

さ
せ
て
個
別
的
集
合
意
識
を
創
り
出
し
'
諸
個
人
が
直
接
的
に
所
属
す
る
社
会
環

境
を
築
こ
う
と
い
う
提
言
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
築
か
れ
た
集
合
体
は
'
「
わ
れ
わ
れ
」
意
識
を
高
揚
さ
せ
へ

7
個
の
権
威
を
持
っ
た
道
徳
的
人
格
(
l
a
p
e
r
s
o
n
a
l
i
t
y
m
o
r
a
l
)
を
形
成
す
る
O

そ
し
て
こ
の
人
格
こ
そ
が
'
社
会
規
範
の
実
効
力
皇
泉
づ
け
る
社
会
集
団
の
規
制

力
の
源
泉
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
。
こ
こ
に
も
'
有
磯
的
連
帯
論
か
ら
の
進
展
が

見
ら
れ
る
。
『
分
業
論
』
で
は
'
社
会
的
諸
機
能
の
間
の
関
係
が
規
制
さ
れ
て
い

な
い
「
ア
ノ
ミ
ー
的
分
業
」
の
状
態
が
問
題
に
さ
れ
た
。
複
雑
な
機
能
分
化
が
存

在
す
る
場
合
へ
社
会
生
活
を
規
制
す
る
諸
準
則
の
多
く
は
へ
国
家
の
制
定
す
る
組

織
的
法
規
の
網
の
目
か
ら
逃
れ
去
っ
て
い
る
の
で
'
「
多
-
の
ば
あ
い
,
分
割
さ
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れ
た
諸
磯
能
を
結
び
つ
け
あ
う
相
互
依
存
関
係
は
'
慣
習
(
u
s
a
g
e
s
)
に
よ
っ
て

だ
け
規
制
さ
れ
る
」
G
)
-
そ
こ
で
'
「
諸
準
則
の
総
体
は
'
社
会
的
諸
機
能
の
あ

い
だ
に
自
生
的
に
設
定
さ
れ
た
諸
関
係
が
時
間
を
か
け
て
つ
く
り
あ
げ
た
確
定
的

形
態
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
'
諸
器
官
が
十
分
に
持
続
的
接
触
を
保
て
ば
ア

ノ
ミ
ー
状
態
は
解
消
で
き
る
と
結
論
さ
れ
た
C
S
)
-
し
か
し
'
同
書
の
第
二
版
序

文
で
は
,
有
機
的
連
帯
論
の
文
脈
で
な
さ
れ
た
こ
の
説
明
の
不
完
全
さ
(
=
)
を
認

め
,
次
の
よ
う
に
補
足
し
て
い
る
。
「
他
面
へ
こ
の
適
応
様
式
は
'
集
団
が
そ
の

権
威
を
も
っ
て
こ
れ
を
神
聖
化
し
て
こ
そ
へ
は
じ
め
て
1
個
の
行
動
準
則
と
な

る
」
o
準
則
(
r
e
g
i
e
)
と
は
'
習
慣
的
行
為
様
式
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
へ
な
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

1

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

、

ヽ

ヽ

、

よ
り
も
ま
ず
義
務
的
な
、
し
た
が
っ
て
あ
る
程
度
個
人
の
悪
意
性
か
ら
切
り
離
さ

ヽ

　

ヽ

れ
た
行
為
様
式
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
C
3
)
-
こ
の
点
で
集
合
体
の
権
威
が
必
要

と
さ
れ
た
。

ヽ

職
業
集
団
論
に
お
い
て
は
'
さ
ら
に
こ
の
規
制
力
が
'
経
済
生
活
の
個
々
の
特

ヽ

　

ヽ

殊
な
形
態
に
対
応
し
た
諸
準
則
の
体
系
を
作
り
出
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
そ
の

た
め
に
も
'
職
業
活
動
(
社
会
生
活
)
の
現
実
と
直
接
的
・
恒
常
的
に
十
分
接
触

し
,
.
そ
の
機
能
と
欲
求
お
よ
び
そ
れ
ら
の
変
化
を
感
じ
取
り
'
対
応
(
=
)
で
き
る

集
団
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
C
S
)
-
こ
の
よ
う
に
、
職
業
集
団
が
'
諸
個
人
を
凝

集
さ
せ
,
彼
ら
に
対
し
て
権
威
を
有
す
る
道
徳
的
人
格
と
な
り
、
行
為
準
則
の
体

系
を
確
立
す
る
様
式
は
'
個
別
主
義
的
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
え
る
。

社
会
的
連
帯
を
保
持
す
る
た
め
の
条
件
の
1
部
は
'
以
上
の
よ
う
に
特
定
化
さ

れ
た
が
へ
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
理
想
的
効
果
に
お
い
て
措
か
れ
た
可
能
態
で
あ

り
,
こ
れ
に
対
し
て
は
へ
そ
の
実
現
を
阻
止
す
る
現
実
に
つ
い
て
の
認
識
が
対
置

さ
れ
る
.
『
分
業
論
』
で
は
'
諸
幾
能
間
の
無
規
制
状
態
が
こ
れ
に
あ
た
る
が
へ

そ
の
原
因
は
主
に
諸
部
分
の
不
十
分
な
接
触
(
W
に
求
め
ら
れ
た
。
『
自
殺
論
』
以

儀
は
'
前
述
の
よ
う
に
'
社
会
規
範
の
規
制
力
が
個
別
的
な
社
会
集
団
の
凝
集
力

と
結
び
つ
け
ら
れ
た
た
め
へ
社
会
解
体
の
現
状
は
'
第
二
次
的
(
中
間
)
集
団
が

欠
如
し
へ
国
家
と
大
衆
が
直
接
的
に
対
暗
す
る
状
態
だ
と
診
断
さ
れ
た
。
こ
れ
は

「
中
央
集
権
的
国
家
と
疎
外
さ
れ
た
個
人
」
と
い
う
文
脈
(
3
)
と
と
も
に
へ
社
会
の

凝
集
力
と
規
制
力
の
確
保
と
い
う
面
か
ら
見
た
場
合
の
'
こ
の
よ
う
な
社
会
形
態

の
脆
弱
さ
の
指
摘
と
し
て
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
.
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
ア
ノ
ミ
ー
の
問

題
は
,
ア
ノ
ミ
ー
的
分
業
の
視
点
を
発
展
さ
せ
た
批
判
的
現
実
認
識
で
あ
る
と
い

え
る
。し

か
し
一
方
へ
あ
る
程
度
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
ア
ノ
ミ
ー
が
正
常
で
あ
る
と
い
う

言
明
C
S
)
に
も
窺
え
る
よ
う
に
'
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
に
と
っ
て
は
'
こ
れ
ら
の
状
態

の
原
因
を
成
す
話
力
も
ま
た
存
在
理
由
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
問
題
は
相
対
立
す

る
話
力
の
正
常
な
か
ね
あ
い
を
求
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
個
別
的
集
合
体
の
権
威

と
対
立
す
る
話
力
の
中
で
'
社
会
的
連
帯
に
関
し
て
お
そ
ら
く
最
も
重
大
な
意
義

を
有
す
る
の
は
'
「
人
格
崇
拝
」
の
集
合
意
識
で
あ
ろ
う
。

個
々
人
の
人
格
の
尊
厳
に
対
す
る
感
情
は
、
分
業
社
会
の
多
元
化
・
複
雑
化
へ

の
道
徳
的
対
応
物
で
あ
り
(
ァ
)
'
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
種
塀
の
個
人
主
義
の
核
心
を

成
す
集
合
的
信
念
で
あ
る
(
琶
こ
の
信
念
は
'
現
象
的
に
は
'
「
個
人
を
対
象
と

す
る
尊
敬
」
と
い
う
一
般
的
で
漠
然
と
し
た
形
と
し
て
人
々
の
心
中
に
現
わ
れ
る

の
で
,
意
味
づ
け
の
仕
方
い
か
ん
で
多
様
な
意
義
を
帯
び
う
る
。
人
格
の
「
尊
厳

性
」
の
源
泉
を
(
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
「
誤
っ
て
」
)
自
己
の
内

部
に
認
め
る
と
す
れ
ば
'
こ
れ
は
へ
人
々
の
関
心
を
社
会
的
事
象
か
ら
引
き
離
し

て
個
我
に
閉
塞
さ
せ
る
盲
目
的
な
信
仰
(
s
u
p
e
r
s
t
i
t
i
o
n
s
)
と
な
る
(
S
3
)
-
こ
の
種

の
個
人
主
義
が
過
度
に
お
よ
び
'
個
人
に
対
す
る
社
会
集
団
の
凝
集
力
と
規
制
力

と
を
損
な
う
と
す
れ
ば
'
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
ア
ノ
ミ
ー
の
状
態
の
原
因
の
一
部
を
成
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す
と
貰
え
る
O
し
か
し
一
方
へ
こ
れ
は
分
業
社
会
に
お
い
て
唯
一
残
っ
た
共
同
感

情
な
の
で
へ
こ
の
信
念
を
阻
害
す
る
要
因
が
存
在
す
る
場
合
は
t
 
f
時
的
に
は
強

固
な
社
会
統
合
を
も
た
ら
す
共
同
目
標
と
な
り
う
る
/
T
。
¥
。
個
人
主
義
の
問
題
が

政
治
的
争
点
と
な
っ
た
ド
レ
フ
エ
ス
事
件
に
際
し
て
へ
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
が
「
人
間

一
般
」
「
観
念
化
さ
れ
た
人
類
」
に
対
す
る
尊
敬
(
道
徳
的
個
人
主
義
)
と
い
う

意
味
づ
け
を
行
な
う
こ
と
で
へ
こ
の
効
果
を
強
化
・
持
続
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
こ

と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
(
3
)
-
こ
の
よ
う
に
「
人
格
崇
拝
」
の
集
合
意
識
は
'

デ
ユ
ル
ケ
-
ム
に
よ
っ
て
も
状
況
に
応
じ
て
多
様
に
(
正
反
対
に
)
解
釈
さ
れ
た

が
'
社
会
的
連
帯
と
の
関
連
に
お
い
て
へ
そ
の
基
本
的
性
格
を
明
示
す
る
必
要
が

ぁ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
解
釈
の
糸
口
は
'
意
外
に
も
「
拘
束
的
分
業
」
の
観
点
の
中

に
兄
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

拘
束
(
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
)
と
は
'
社
会
の
諸
機
能
に
対
す
る
規
制
が
自
発
的
に
受

け
入
れ
ら
れ
ず
'
強
制
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
と
こ
れ
は
社

会
的
連
帯
を
生
み
出
せ
な
い
と
い
う
限
り
で
異
常
的
と
想
定
さ
れ
た
。
・
r
分
業
は

自
発
的
な
場
合
に
し
か
連
帯
を
生
み
出
さ
な
い
」
　
　
こ
の
場
合
へ
自
発
性

(
s
p
o
n
t
a
n
e
i
t
y
)
の
語
が
想
定
し
て
い
る
の
は
「
闘
争
の
外
在
的
諸
条
件
の
平
等
」

で
あ
る
。
,
ア
ユ
ル
ケ
-
ム
は
有
機
的
連
帯
の
磯
能
結
合
の
問
題
と
し
て
　
説
明

を
試
み
て
い
る
の
で
'
腐
証
が
遠
回
り
に
な
っ
て
い
る
が
'
「
自
発
性
」
が
「
連

帯
性
」
と
直
接
結
び
つ
-
の
は
'
次
の
よ
う
な
側
面
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。

行
為
者
が
自
発
的
に
規
制
を
受
け
入
れ
る
の
は
'
彼
が
そ
の
「
正
当
性
」
を
認

め
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
逆
に
規
制
が
「
不
当
」
と
感
じ
ら
れ
る
程
度
が
大
き
い

ほ
ど
へ
強
力
な
反
抗
が
予
想
さ
れ
(
そ
こ
で
強
制
力
に
よ
る
維
持
が
試
み
ら
れ
る

の
だ
が
'
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
そ
の
規
制
に
基
づ
く
連
帯
は
不
安
定
化
す

る
。
そ
し
て
'
そ
の
規
制
が
外
在
的
諸
条
件
の
平
等
と
い
う
要
求
を
満
た
す
限
り

に
お
い
て
正
当
的
で
あ
り
'
自
発
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
へ
こ
の
正
当

性
は
平
等
主
義
の
信
念
の
一
解
輿
2
7
)
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
平
等

主
義
は
'
人
間
は
人
間
と
し
て
の
価
値
に
お
い
て
差
異
は
な
い
と
い
う
思
想
で
あ

り
へ
そ
の
感
情
的
根
拠
は
人
格
崇
拝
の
共
同
感
情
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
,
こ
の

普
遍
主
義
的
価
値
の
尊
重
は
'
侵
害
さ
れ
れ
ば
連
帯
を
危
-
し
か
ね
な
い
基
本
的

合
意
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
'
分
業
社
会
の
連
帯
性
の
「
必
要
条
件
」
で
は
あ

る
o
 
L
か
し
へ
そ
の
内
容
の
性
格
上
、
「
十
分
条
件
」
で
は
あ
り
え
な
い
(
空
。

さ
て
'
「
個
別
主
義
」
と
「
普
遍
主
義
」
の
二
つ
の
社
会
的
連
帯
の
条
件
が
提

出
さ
れ
た
わ
け
だ
が
'
両
者
は
直
接
的
に
は
相
対
立
す
る
原
理
で
あ
る
。
そ
こ

で
へ
全
体
社
会
レ
ベ
ル
で
の
有
機
的
な
連
帯
を
構
想
す
る
際
に
'
両
者
を
統
合
的

に
調
和
さ
せ
る
試
み
が
な
さ
れ
た
。
諸
機
能
の
多
様
化
は
'
そ
れ
の
み
で
は
統
丁

性
を
生
み
出
す
も
の
で
は
な
い
の
で
'
こ
れ
を
規
制
し
調
整
す
る
た
め
の
独
立
機

関
が
必
要
と
な
る
。
個
々
の
二
次
的
集
団
の
個
別
主
義
に
対
し
て
'
「
普
遍
的
効

用
性
の
感
覚
」
と
「
有
機
的
な
均
衡
の
必
要
性
」
を
対
置
す
る
機
能
に
は
'
集
合

的
意
志
決
定
の
機
関
と
し
て
の
国
家
が
適
任
と
さ
れ
た
(
禦
O
し
か
も
こ
の
規
制

作
用
に
つ
い
て
は
へ
国
家
と
二
次
的
集
団
は
相
互
に
自
律
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
前
者
が
全
体
的
視
野
か
ら
一
般
原
則
を
提
起
し
、
後
者
が
個
々
の
状
況
に
応

じ
て
こ
れ
を
多
様
化
す
る
(
8
?
の
だ
が
'
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
他
に
と
っ
て
代
わ

る
こ
と
の
で
き
ぬ
両
者
に
固
有
の
任
務
で
あ
り
t
 
I
方
で
も
欠
け
れ
ば
分
業
社
会

の
連
帯
性
は
そ
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

普
遍
主
義
的
価
値
と
し
て
は
、
特
に
国
家
の
担
う
べ
き
任
務
と
し
て
'
「
道
徳

的
個
人
主
義
」
の
確
立
が
期
待
さ
れ
た
。
実
際
近
代
国
家
は
'
そ
れ
が
包
括
す
る

要
素
社
会
の
専
制
(
個
人
に
対
す
る
集
団
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
)
を
抑
制
す
る
こ
と

で
'
個
人
の
諸
権
利
の
確
立
に
務
め
て
き
た
。
し
か
し
国
家
の
干
渉
も
'
こ
れ
に
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括
抗
す
る
力
が
全
-
無
け
れ
ば
'
か
え
っ
て
抑
圧
的
と
な
る
。
そ
こ
で
へ
国
家
と

二
次
的
集
団
と
が
五
和
に
桔
抗
す
る
力
と
な
っ
て
並
存
す
る
こ
と
が
へ
こ
の
価
値

を
実
現
さ
せ
る
必
要
条
件
と
さ
れ
た
(
S
)
-
さ
ら
に
'
国
家
は
そ
の
意
識
を
社
会

の
大
部
分
に
拡
大
し
'
熟
慮
と
反
省
を
形
成
す
べ
き
機
関
で
あ
る
。
し
か
し
'
直

接
選
挙
に
よ
っ
て
国
家
の
構
成
員
を
選
出
す
る
場
合
へ
国
家
の
政
策
決
定
が
直
接

的
に
民
意
を
反
映
し
て
大
衆
の
思
惟
に
吸
収
さ
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
'
二
次
的

集
団
を
間
接
選
挙
の
基
盤
と
し
て
も
依
能
さ
せ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
(
S
3
)
。
こ

の
よ
う
に
,
二
一
次
的
集
団
は
国
家
が
普
遍
主
義
的
標
準
に
沿
っ
た
活
動
を
遂
行
す

る
条
件
を
成
し
、
逆
に
国
家
が
個
別
的
集
団
を
有
機
的
に
連
帯
化
す
べ
く
調
整
・

規
制
を
行
う
と
い
う
社
会
の
存
在
の
あ
り
方
が
構
想
さ
れ
た
。

し
か
し
'
こ
の
統
合
化
の
試
み
は
'
実
践
家
が
個
々
の
社
会
の
実
情
に
応
じ
て

実
行
に
移
し
へ
現
実
と
直
接
的
に
接
触
す
る
こ
と
を
通
し
て
の
み
完
成
す
る
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
は
う
推
論
的
理
性
に
よ
っ
て
詳
細
な
計
画

を
立
て
る
こ
と
は
慎
み
へ
　
i
般
原
則
を
示
す
に
と
ど
め
た
.
こ
こ
で
重
要
な
の

は
,
そ
の
普
遍
性
の
程
度
に
応
じ
て
階
統
を
形
づ
く
る
べ
き
道
徳
的
諸
力
　
が

内
容
的
に
帝
離
し
た
結
果
へ
社
会
の
連
帯
性
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
認

識
に
基
づ
き
へ
そ
の
解
決
策
を
原
理
的
に
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
普
遍
主
義
的

価
値
(
個
人
主
義
・
平
等
主
義
)
は
産
業
化
に
適
合
す
る
こ
と
で
私
的
営
利
や
欲

望
の
追
求
に
正
当
性
を
与
え
へ
個
別
的
集
合
体
(
家
族
・
地
域
社
会
)
の
衰
退
と

と
も
に
へ
人
間
の
行
動
の
目
的
を
私
化
さ
せ
る
。
し
か
し
'
集
団
に
所
属
せ
ぬ
人

間
は
「
甲
羅
の
な
い
蟹
」
で
あ
り
へ
そ
の
潜
在
的
不
安
感
が
全
体
主
義
的
権
威
を

求
め
へ
人
種
偏
見
的
個
別
主
義
と
結
び
つ
い
て
個
人
の
人
権
(
普
遍
主
義
的
価

値
)
を
圧
殺
し
よ
う
と
し
た
事
態
(
ド
レ
フ
エ
ス
事
件
)
は
'
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の

批
判
的
現
実
認
識
で
あ
っ
た
(
3
5
)
-

(
1
)
　
生
存
競
争
の
激
化
が
人
を
職
業
の
専
門
化
へ
と
誘
引
づ
け
る
の
は
'
個
人
の
可
塗

性
・
自
律
性
の
増
大
(
二
次
的
要
因
)
そ
の
他
の
諸
条
件
の
総
合
的
結
果
緒
と
し
て
想

定
さ
れ
た
(
『
分
業
論
』
第
二
編
)
。
し
か
し
'
こ
の
推
論
の
過
程
で
最
も
重
要
な
の

は
,
人
間
は
他
者
と
の
連
帯
的
共
存
を
維
持
し
な
が
ら
環
境
に
対
応
す
る
と
い
う
人
間

観
で
あ
る
。

O)　Cf.S.Lukes,op.cit.p.5;T.Parsons,1937,The structure of

s
o
c
i
a
l
a
c
t
i
o
n
,
F
r
e
e
P
r
e
s
s
,
V
0
1
.
I
,
p
.
3
1
9
C
稲
上
　
毅
・
厚
東
洋
輔
訳
二
九

八
二
年
'
『
社
会
的
行
為
の
構
造
3
'
ヂ
ユ
ル
ケ
-
ム
論
』
木
鐸
社
'
二
二
頁
)
.

(
ォ
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
.
1
8
9
3
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
1
5
8
(
I
七
八
頁
)
.

O
)
　
I
b
i
d
.
,
p
p
.
2
5
9
-
6
2
(
二
六
五
-
入
貢
)
。
両
連
帯
の
概
念
化
の
レ
ベ
ル
の
相
異

に
関
し
て
は
,
中
　
久
郎
'
前
掲
書
へ
　
〓
ハ
六
-
七
頁
参
照
.
ヂ
エ
ル
ケ
-
ム
の
連
帯

の
二
類
型
は
社
会
統
合
の
過
程
に
つ
い
て
相
補
的
な
位
置
に
あ
り
へ
特
に
機
械
的
連
帯

は
,
個
人
が
道
徳
的
に
社
会
に
結
び
つ
き
社
会
化
さ
れ
る
'
「
規
範
的
統
合
」
の
過
程

に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
F
.
U
r
i
c
o
e
c
h
e
a
,
1
9
7
9
,
"
L
a
 
t
f
o
g
r
i
e

d
e
 
l
a
s
o
l
i
d
a
r
i
t
e
d
e
D
u
r
k
h
e
i
m
:
u
n
e
c
r
i
t
i
q
u
e
"
,
C
a
h
i
e
r
s
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
u
x

d
e
 
s
o
c
i
o
l
o
g
i
e
,
V
o
1
.
L
X
V
I
.

(
m
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
9
0
2
㌦
Q
u
e
l
q
u
e
 
r
e
m
a
r
q
u
e
s
 
s
a
r
 
l
e
s
 
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
s

p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
s
"
,
d
a
n
s
1
8
9
3
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
X
L
M
(
第
二
版
序
文
「
職
業
集
団

に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
三
七
頁
)
0

(
6
)
　
こ
の
た
め
,
分
業
発
展
の
道
徳
的
対
応
物
と
し
て
1
定
の
役
割
を
期
待
さ
れ
た

「
人
格
崇
拝
」
の
集
合
意
誠
も
'
そ
の
日
的
自
体
が
非
社
会
的
だ
と
い
う
理
由
で
'
こ

の
時
点
で
は
低
い
評
価
し
か
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
3
,
o
p
.
c
i
t
.
,

p
p
.
1
4
6
-
9
(
一
六
六
1
七
真
)
-
C
f
.
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
8
,
"
L
'
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
s
m
e

e
t
l
e
s
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
e
l
s
"
,
d
a
n
s
1
9
7
0
,
L
a
s
c
i
e
n
c
e
s
o
c
i
a
l
e
e
t
V
a
c
t
i
o
n
,
P
.
U
.
F
.

(
小
関
藤
1
郎
訳
r
個
人
主
義
と
知
識
人
」
'
同
訳
編
二
九
八
三
へ
『
デ
ユ
ル
ケ
-
ム

宗
教
社
会
学
論
集
』
行
路
社
)
。
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(
t
-
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
r
a
,
1
9
0
7
,
C
D
e
u
x
 
l
e
t
t
r
e
s
s
u
r
 
l
'
i
n
f
l
u
e
n
c
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
c
i
-

o
l
o
g
i
e
f
r
a
n
g
a
i
s
e
.
R
e
p
o
n
s
e
a
S
i
m
o
n
D
e
p
l
o
i
g
e
〕
,
d
a
n
s
1
9
7
5
,
T
e
x
t
e
s
,
捗
d
.

d
e
 
M
i
n
u
i
t
,
V
0
1
.
I
,
p
.
4
0
4
.
こ
の
発
見
は
ヂ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
思
想
発
展
に
お
い
て

7
つ
の
境
界
線
を
画
し
、
こ
の
た
め
そ
れ
以
前
の
す
べ
て
の
研
究
が
'
新
し
い
見
解
と

調
和
す
る
よ
う
手
直
し
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
の
彼
の
宗
教
研
究

の
端
緒
を
な
す
「
宗
教
現
象
の
定
義
」
(
1
8
9
9
㌦
'
D
e
l
a
d
e
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
h
e
n
o
-

m
e
n
e
s
 
r
e
l
i
g
i
e
u
x
"
)
が
、
『
自
殺
論
』
(
1
八
九
七
)
と
『
分
業
論
』
第
二
版
序
文

(
7
九
〇
二
)
に
近
接
す
る
時
期
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
こ
の
論

文
の
論
点
は
'
宗
教
的
現
象
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
そ
の
「
義
務
的
」
性
質
に
あ
り
,

こ
の
性
質
は
宗
教
の
本
質
に
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
へ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
'
世
俗
的
な
領
域
の
信
念
や
行
事
で
あ
っ
て
も
'
そ
れ
ら
が
共
同
的
で
あ
れ
ば
「
義

務
的
」
性
質
を
帯
び
う
る
O
こ
れ
ら
の
見
解
は
'
個
人
に
対
す
る
規
制
力
の
正
当
性

は
'
社
会
集
団
の
道
徳
的
権
威
以
外
か
ら
は
生
じ
な
い
と
い
う
'
職
業
集
団
論
に
お
い

て
も
適
用
さ
れ
た
洞
察
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
9
6
9
,
J
o
u
r
n
a
l

s
o
c
i
o
l
o
g
i
q
u
e
,
P
.
U
.
F
.
,
'
p
p
.
1
5
7
,
1
6
0
(
小
関
藤
1
郎
訳
編
へ
前
掲
書
'
八
二
'
八
五

頁)。

(
-
-
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
7
,
o
p
.
c
i
t
.
,
n
.
2
8
8
(
≡
l
九
-
二
〇
頁
)
0

O
)
　
I
b
i
d
.
,
p
.
4
3
5
(
四
八
五
黄
)
。
傍
点
筆
者
。

(
S
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
9
0
2
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
X
V
I
(
¥
二
貢
)
。
ヂ
ユ
ル
ケ
-
ム
に
よ

る
政
治
社
会
(
s
o
c
i
J
t
e
p
o
l
i
t
i
q
u
e
)
の
用
語
は
'
「
あ
る
同
7
の
権
威
に
服
す
る
相
当

数
の
二
次
的
社
会
集
団
の
結
合
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
'
他
の
正
規
に
構
成
さ
れ
た
い
か

な
る
上
位
の
権
威
に
も
服
さ
な
い
1
社
会
」
を
指
す
(
1
9
5
0
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
p
.
7
9
-
8
0

訳
七
九
頁
)
。
こ
れ
は
へ
政
治
的
に
も
機
能
分
化
し
た
社
会
に
つ
い
て
へ
社
会
関
係
が

政
治
的
に
完
結
す
る
範
囲
(
い
わ
ゆ
る
国
家
社
会
)
を
意
味
す
る
。

(
3
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
3
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
1
1
9
(
一
四
六
貢
)
。

(
3
)
　
I
b
i
d
こ
p
.
3
6
0
(
三
五
五
頁
)
0

(
S
3
)
　
C
f
.
S
.
L
u
k
e
s
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
p
.
1
6
6
-
7
.

(
3
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
9
0
2
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
V
.
C
四
頁
)
・
ア
ノ
、
、
-
論
で
は
蒜

に
'
ヂ
ユ
ル
ケ
ー
ム
が
『
自
殺
論
』
で
欲
望
の
無
規
制
の
側
面
を
問
題
に
し
た
点
が
重

視
さ
れ
て
い
る
が
'
規
制
力
の
源
泉
に
関
す
る
見
解
の
変
化
の
方
が
・
よ
り
重
要
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

(
B
)
　
具
体
的
に
は
'
保
険
'
救
済
'
恩
給
'
教
育
事
業
な
ど
が
適
任
と
さ
れ
た
。

I
b
i
d
.
,
p
p
.
X
X
X
-
X
X
X
I
(
二
三
貫
)
。

(
S
)
　
I
b
i
d
.
,
p
.
v
I
(
五
頁
)
;
1
8
9
7
,
o
p
.
t
i
t
.
,
p
.
4
3
7
(
四
八
入
貢
)
a

(
」
)
　
生
産
者
と
消
費
者
'
雇
主
と
労
働
者
'
道
徳
的
諸
科
学
・
社
会
諸
科
学
間
の
関
係

が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
1
8
9
3
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
p
.
3
6
1
-
3
(
三
五
六
-
七
貢
)
。

(
3
)
　
宮
島
喬
'
完
七
七
へ
『
ヂ
ユ
ル
ケ
-
ム
社
会
理
論
の
研
究
』
,
東
京
大
学
出
版

会
'
第
四
章
へ
第
一
節
。

(
2
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
7
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
4
2
0
(
四
六
七
-
入
貢
)
0

(
n
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
3
,
o
p
.
,
c
i
t
.
,
p
.
1
4
7
(
|
-
I
ハ
七
貢
)
;
1
8
9
7
,
o
p
.
c
i
t
.
,

p
.
3
8
2
(
四
二
五
-
六
貫
)
。

(
S
)
　
S
.
L
u
k
e
s
,
1
9
7
3
,
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
s
m
,
O
x
f
o
r
d
B
a
s
i
l
B
l
a
c
k
w
e
l
l
間
　
宏
監

訳
二
九
八
7
.
『
個
人
主
義
』
'
御
茶
の
水
葦
居
'
第
7
章
.

(
S
3
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
3
,
I
b
i
d
.

(
S
3
)
　
C
f
.
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
7
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
2
2
2
(
二
四
六
-
七
頁
)
。

(
S
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
8
,
o
p
.
c
i
t
.
;
宮
島
　
喬
'
前
掲
書
へ
二
四
七
-
二
六
七
頁

「
付
論
　
ド
レ
フ
ユ
ス
事
件
と
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
」
。

(
n
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
3
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
3
7
0
(
三
六
三
貴
)
0

す
な
わ
ち
'
外
在
的
諸
条
件
の
平
等
の
も
と
に
お
い
て
の
み
'
①
諸
個
人
は
自
ら

の
能
力
に
適
し
た
仕
事
‖
機
能
に
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
(
適
材
適
所
)
へ
⑧
諸
機
能

間
の
交
換
を
媒
介
す
る
契
約
関
係
が
安
定
化
し
て
結
合
関
係
が
保
て
る
t
と
さ
れ
た
。

(
S
3
)
　
こ
の
場
合
、
各
人
の
異
な
る
能
力
と
業
績
に
応
じ
て
'
職
能
と
用
具
・
報
酬
が
醍
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分
さ
れ
る
こ
と
を
正
当
的
と
す
る
'
「
機
会
の
平
等
」
的
解
釈
で
あ
る
。
中
久
郎
'

前
掲
論
文
,
五
九
I
六
〇
貢
参
照
o
平
等
主
義
理
念
の
歴
史
を
概
略
す
る
際
の
「
デ
ユ

ル
ケ
-
ム
の
目
的
は
,
本
質
的
に
'
現
代
産
業
社
会
の
自
然
な
結
果
と
し
て
の
平
等
主

義
の
理
念
に
　
内
容
を
与
え
る
こ
と
」
で
あ
り
'
そ
の
際
サ
ン
ー
シ
モ
ン
に
な
ら
つ

て
功
績
主
義
(
m
㌣
i
t
o
c
r
a
t
i
e
)
の
理
念
が
導
入
さ
れ
た
　
J
.
C
.
F
i
l
l
o
u
x
,
1
9
7
7
,

D
u
r
k
h
e
i
m
e
t
s
o
c
i
a
l
i
s
m
e
,
G
e
n
e
v
e
,
D
r
o
z
.
,
p
p
.
1
7
8
-
9
.

(
3
)
　
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
が
最
も
強
く
個
人
主
義
の
組
織
化
を
主
張
し
た
論
文
に
お
い
て
さ

え
,
「
人
格
崇
拝
」
が
な
に
に
も
ま
し
て
個
人
の
権
利
を
主
張
す
る
点
で
、
道
徳
的
分

解
を
促
す
反
社
会
的
性
質
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
8
,
o
p
.
c
i
t
.
,

p
.
2
6
5
(
四
〇
頁
)
0

(
ァ
3
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
3
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
3
4
9
(
三
四
六
貢
)
;
1
8
9
7
,
o
p
.
c
i
t
.
,

4
4
1
(
四
九
三
頁
)
。
国
家
夏
日
理
的
思
惟
の
器
官
と
し
て
定
義
す
る
ヂ
ユ
ル
ケ
-

ム
の
国
家
論
は
,
社
会
シ
ス
テ
ム
の
統
合
次
元
を
理
想
的
に
強
調
す
る
あ
ま
り
'
現
存

す
る
権
力
関
係
を
無
視
し
て
い
る
と
の
批
判
が
あ
る
　
P
.
B
i
r
n
b
a
u
m
,
1
9
7
6
,
"
L
a

c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
d
u
r
k
h
e
i
m
i
e
n
n
e
d
e
l
'
E
t
a
t
:
l
'
a
p
o
l
i
t
i
s
m
e
d
e
s
f
o
n
c
t
i
o
n
n
a
i
r
e
s
"
,

R
e
v
u
e
f
r
a
n
s
a
i
s
e
d
e
s
o
c
i
o
l
o
g
y
,
V
0
1
.
X
V
I
,
n
。
2
・
彼
の
国
家
概
念
は
'
国
家
の

対
応
す
る
社
会
的
欲
求
の
側
面
か
ら
そ
の
存
在
理
由
を
確
定
し
'
今
後
の
国
家
の
在
り

方
を
示
唆
し
て
い
る
点
で
'
機
能
分
析
の
色
彩
が
強
い
o

(

S

)

　

E

.

D

u

r

k

h

e

i

m

,

1

9

0

2

,

o

p

.

c

i

t

.

p

.

X

X

貞

(

二

1

貫

)

;

1

8

9

7

,

o

p

.

c

i

t

.

,

4
3
7
(
四
八
入
貢
)
0

(
&
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
.
1
9
5
0
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
p
.
9
5
-
9
(
九
五
-
九
貢
)
0

(
讐
　
I
b
i
d
.
,
p
p
.
1
2
8
-
9
(
]
三
三
-
四
貢
)
。

(
響
　
I
b
i
d
.
,
p
.
1
0
7
(
]
〇
九
頁
)
'
「
道
徳
的
な
諸
力
は
'
そ
の
普
遍
性
の
程
度
に
応

じ
て
階
統
を
形
づ
く
る
と
い
え
る
」
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
'
こ
れ
を
規
範
的
文
化
の
I
般

性
の
水
準
の
区
別
(
v
a
l
u
e
-
n
o
r
m
-
c
o
l
l
e
c
t
i
v
i
t
y
-
r
o
l
e
)
と
し
て
再
定
式
化
し
た
(
T
・

P
a
r
s
o
n
s
,
 
"
D
u
r
k
h
e
i
m
'
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
t
h
e
o
r
y
 
o
f
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
o
f

s
o
c
i
a
l
s
y
s
t
e
m
"
,
K
.
H
.
W
o
l
f
f
e
d
.
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
p
.
1
1
8
f
f
.
)
-
問
題
は
'
各
水

準
の
内
容
間
の
関
係
が
調
和
的
に
統
合
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

(
3
)
　
本
節
に
お
け
る
'
社
会
再
組
織
化
論
の
価
値
志
向
的
側
面
の
検
討
は
、
図
1
の
よ

う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

四
　
逆
機
能
と
し
て
の
ア
ノ
ミ
ー
の
概
念

社
会
の
組
織
化
(
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
)
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
は
'
解
体
(
d
i
s
-

o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
)
の
側
面
の
体
系
的
認
識
が
前
提
条
件
と
な
る
。
デ
ユ
ル
ケ
-
ム

が
社
会
解
体
の
現
実
的
表
現
(
客
観
的
証
拠
)
と
し
て
示
し
た
の
は
'
自
己
本
位

的
自
殺
と
ア
ノ
ミ
I
的
自
殺
の
激
増
で
あ
っ
た
o
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
ア
ノ
ミ
ー
は
'

エゴイズム
アノミー

道徳的個人主義

反動的
Eg家主義

道徳的共同態

個別主義

識
的
認

判
実

批
現

__　　　　　　　　　____一一一一一　　　　　　　　　一-一一>

職業集団の形成による、社会構造と規範内容の統合化
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そ
れ
ぞ
れ
社
会
集
団
の
凝
集
力
と
規
制
力
が
弛
緩
し
た
状
態
で
あ
る
が
'
本
節
で

は
特
に
後
者
の
問
題
を
取
り
扱
い
た
い
o
ア
ノ
ミ
ー
諭
の
諸
系
譜
で
は
「
目
的
～

手
段
」
の
不
適
合
関
係
を
説
明
原
理
と
し
た
マ
ー
ト
ン
の
逸
脱
行
動
論
的
解
釈
が

主
流
と
な
っ
て
い
る
(
1
)
が
'
社
会
解
体
論
と
し
て
の
ア
ノ
ミ
ー
論
は
よ
り
広
い

分
析
枠
組
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
り
へ
そ
の
出
発
点
を
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
社
会
再

組
織
化
論
に
求
め
た
い
か
ら
で
あ
る
。

『
社
会
分
業
論
』
に
お
い
て
'
ア
ノ
ミ
ー
状
態
は
連
帯
効
果
を
生
み
出
せ
な
い

点
で
'
異
常
形
態
と
判
断
さ
れ
た
。
社
会
的
規
制
力
に
関
し
て
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の

見
解
が
変
化
し
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
'
こ
の
点
に
関
す
る
価
値
判
断
と
分
析

視
点
は
不
変
で
あ
る
。
「
ア
ノ
ミ
ー
状
態
が
悪
(
u
n
m
a
】
)
で
あ
る
と
す
れ
ば
'

そ
れ
は
な
か
ん
ず
く
へ
社
会
が
生
き
る
た
め
に
は
'
凝
集
性
と
規
則
性
が
な
く
て

は
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
」
O
>
)
-
す
な
わ
ち
へ
ア
ノ
ミ
ー
概
念
の
三
見
性
は
'
社
会

集
団
の
規
制
力
の
弛
緩
が
'
社
会
連
帯
と
い
う
社
会
的
欲
求
に
対
し
て
'
逆
磯
能

的
対
応
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
O
)
-
こ
の
よ
う
に
ア
ノ
ミ
ー
状
態
を

機
能
的
対
応
関
係
の
側
面
に
お
い
て
問
題
と
す
る
場
合
へ
次
の
二
つ
の
点
に
留
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま

ず
罪

と
機
能
が

は応
刺

ア
ノ
ミ
ー
状
態
の
原
図
に
関
す
る
視
点
の
問
題
で
あ
る
.
原
関

々
に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
'
し
た
が
っ
て
同
一
の
機
能
に
対

し
て
多
数
の
等
価
項
目
が
想
定
で
き
る
よ
う
に
'
ア
ノ
ミ
ー
状
態
を
惹
起
す
る
原

因
も
多
数
想
定
で
き
る
。
こ
れ
が
'
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
が
ア
ノ
ミ
ー
を
説
明
す
る
際

の
基
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
で
あ
り
'
社
会
集
団
の
規
制
力
を
弛
緩
さ
せ
る
限

り
で
'
「
連
帯
」
の
社
会
的
欲
求
に
対
し
逆
枚
能
的
結
果
を
も
た
ら
す
事
態
は
'

全
て
ア
ノ
ミ
ー
の
原
因
で
あ
る
と
言
え
る
O
ア
ノ
ミ
ー
の
唯
1
の
原
因
を
特
定
化

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ア
ノ
ミ
ー
の
原
因
を
あ
る
程
度
弊
型
化
し
て
お
-
こ
と
は
'
分
析
力
を
高
め
る

た
め
に
必
要
な
作
業
で
あ
る
。
ま
ず
へ
ア
ノ
ミ
ー
の
原
因
が
規
制
作
用
を
ど
の
側

面
か
ら
堀
り
崩
す
か
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
規
制
作
用
は
'
特
定
の
内
容
の
規

範
を
社
会
集
団
が
個
人
に
守
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
(
4
)
の
で
'
ア
ノ
ミ
ー
状
態
に

は
何
社
会
集
団
の
規
制
力
の
弱
体
化
と
㈲
規
制
の
内
容
の
混
乱
の
二
側
面
が
あ

る
0
両
は
さ
ら
に
t
e
集
団
そ
れ
自
体
が
絶
対
的
に
弱
体
化
す
る
場
合
と
'
の
個

人
主
義
的
志
向
の
優
勢
に
よ
っ
て
規
制
力
が
相
対
的
に
弱
体
化
す
る
場
合
が
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
側
面
は
'
事
実
上
相
互
に
影
響
し
あ
い
増
幅
傾
向
を
示
す

の
で
あ
る
が
'
ア
ノ
ミ
ー
状
態
へ
の
「
発
端
」
と
し
て
は
区
別
さ
れ
て
よ
い
で
あ

S
i
mア

ノ
ミ
ー
に
関
す
る
個
々
の
理
論
的
研
究
の
成
果
は
'
独
自
の
視
点
か
ら
そ
の

原
因
を
(
従
っ
・
て
解
決
法
へ
の
方
向
を
も
)
究
明
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。
こ

れ
ら
は
二
壇
輝
に
大
別
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
1
は
「
変
動
の
ア
ノ
ミ
ー
」

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
'
『
社
会
分
業
論
』
の
初
期
の
視
点
に
も
濁
る
よ
う
に
'

社
会
環
境
の
急
激
な
変
化
に
対
し
て
'
行
動
準
則
の
形
成
が
内
容
的
に
も
規
制
力

の
面
で
も
追
い
つ
か
な
い
場
合
で
あ
る
。
『
自
殺
論
』
に
お
け
る
こ
の
種
の
ア
ノ

ミ
ー
の
例
は
'
急
激
な
経
済
的
危
機
の
事
例
で
あ
っ
た
。
突
然
の
経
済
的
破
極
あ

る
い
杜
繁
栄
は
'
両
者
と
も
集
合
的
秩
序
を
揺
る
が
し
均
衡
を
破
壊
す
る
た
め
,

社
会
的
規
制
作
用
を
弛
緩
さ
せ
る
(
サ
)
サ
行
為
者
個
人
の
水
準
か
ら
見
れ
ば
'
経

済
的
地
位
の
激
変
に
よ
っ
て
へ
自
ら
正
当
に
従
う
べ
き
規
制
が
何
か
分
か
ら
な
く

な
る
の
だ
か
ら
'
伽
の
側
面
に
対
応
す
る
O
中
心
的
価
値
体
系
の
崩
壊
や
複
数
規

範
間
の
葛
藤
な
ど
も
'
同
様
の
類
型
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
は
別
に
、
産
業
化
に
伴

ぅ
地
理
的
人
員
配
分
の
変
化
(
水
平
的
移
動
効
果
)
が
'
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け

る
ア
ノ
ミ
ー
の
原
因
と
さ
れ
る
場
合
へ
主
に
㈱
I
S
の
側
面
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
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守
る
べ
き
公
共
道
徳
を
理
屈
で
理
解
し
て
は
い
て
も
'
周
囲
を
見
知
ら
ぬ
隣
人
で

囲
ま
れ
て
い
る
場
合
は
'
・
そ
れ
か
ら
逸
脱
し
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
原
因
が
変
動
に

求
め
ら
れ
る
ア
ノ
ミ
ー
は
'
社
会
的
秩
序
が
安
定
化
し
十
分
に
時
間
が
経
過
す
れ

ば
'
次
第
に
終
息
す
る
傾
向
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
の
類
型
は
「
価
値
の
ア
ノ
ミ
-
」
で
あ
り
'
社
会
生
活
に
内
面
化
さ
れ
た

価
値
や
規
範
そ
の
も
の
に
原
因
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
ア
ノ
ミ
ー
は
へ
そ
の

原
因
に
時
間
が
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
く
日
常
生
活
に
お
い
て
慢
性
的
で
あ

る
.
『
自
殺
論
』
で
は
'
商
工
業
の
_
世
界
に
お
け
る
t
ア
ノ
ミ
ー
の
主
要
因
は
'
「
欲

望
の
神
聖
化
」
「
無
限
を
日
ざ
す
情
念
」
「
進
歩
へ
の
信
仰
」
と
い
う
転
倒
し
た
道

徳
で
あ
っ
た
O
)
-
ア
ノ
ミ
ー
の
価
値
論
的
側
面
を
い
ち
は
や
く
現
代
産
業
社
会

に
適
用
し
た
マ
ー
ト
ン
は
'
万
人
に
金
銭
的
成
功
へ
の
圧
力
を
加
え
る
文
化
構
造

と
そ
の
達
成
手
段
の
制
限
と
い
う
社
会
構
造
上
の
矛
盾
の
中
に
'
原
因
を
求
め

た
w
こ
の
見
解
に
対
し
て
疑
問
を
提
出
し
た
ー
・
ホ
-
ト
ン
に
よ
る
と
'
ア

ノ
ミ
ー
が
産
業
社
会
に
固
有
な
の
は
'
単
に
競
争
の
条
件
が
不
平
等
だ
か
ら
と
い

う
だ
け
で
な
く
'
よ
-
重
要
な
こ
と
に
は
'
セ
ル
フ
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
追
い
求

め
る
競
争
が
社
会
的
目
標
へ
と
制
度
化
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
(
ォ
0
-
業
簾
本
位
の

価
値
は
'
産
業
社
会
に
適
合
し
て
情
緒
的
に
も
支
持
さ
れ
る
規
範
的
基
準
で
あ

る
。
し
か
し
^
)
,
れ
は
'
能
力
と
努
力
次
第
で
ど
ん
な
地
位
や
報
酬
を
も
望
む
こ
と

を
無
制
限
に
許
す
基
準
で
あ
る
の
で
'
欲
求
を
抑
制
す
る
と
い
う
よ
り
は
か
え
っ

て
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
へ
限
り
な
い
_
願
望
に
正
当
性
を
与
え
る
O
)
-
ア
ノ
ミ
ー

の
原
因
を
価
値
規
範
自
体
の
内
容
に
求
め
る
方
向
へ
の
理
論
的
発
展
は
'
主
に
伽

の
側
面
を
強
調
し
て
お
り
'
ま
た
個
人
主
義
的
価
値
を
問
題
に
す
る
場
合
へ
㈲
-

∽
の
側
面
を
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
,
第
二
の
留
意
点
は
'
ア
ノ
ミ
ー
概
念
に
お
け
る
「
欲
望
の
肥
大
」
と
い

ラ
側
面
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
「
欲
望
の
肥
大
」
は
'
基
本
的
に
は
「
社
会
集
団

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

の
規
制
力
の
弛
緩
」
と
い
う
原
因
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
の
~
一
つ
で
あ

る
。
こ
の
側
面
が
特
に
重
視
さ
れ
る
の
は
'
人
を
自
殺
に
追
い
込
み
へ
逸
脱
行
動

に
走
ら
せ
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
「
欲
望
の
肥
大
」
は
'
「
原
因
と
結
果
の
相
互

性
」
(
S
)
に
よ
っ
て
そ
の
力
を
原
因
の
方
へ
還
流
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
肥
大
し
た

欲
望
は
'
あ
ら
ゆ
る
規
制
を
耐
え
が
た
い
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
そ
の
原

因
た
る
「
社
会
集
団
の
規
制
力
の
弛
緩
」
の
状
態
を
'
逆
に
維
持
す
る
効
果
を
持

つ
ォ
)
-
個
人
的
欲
望
の
肥
大
は
、
こ
の
循
環
関
係
の
中
に
あ
る
限
り
で
'
社
会

的
連
帯
に
対
す
る
逆
鱗
能
と
し
て
の
ア
ノ
ミ
ー
概
念
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
へ
原
因
論
の
観
点
に
帰
れ
ば
'
あ
る
種
の
価
値
は
「
欲
望
の
肥

大
」
か
ら
「
規
制
力
の
弛
緩
」
　
へ
と
逆
流
す
る
経
路
を
た
ど
っ
て
'
ア
ノ
ミ
ー
の

原
因
を
成
す
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
諸
観
点
に
も
と
づ
い
て
'
ア
ノ
ミ
ー
概
念
の
認
識
枠
組
を
図
式
化
す
れ

ば
'
図
2
の
よ
う
に
な
る
。
ア
ノ
ミ
ー
を
「
欲
求
の
無
規
制
状
態
」
と
解
す
る
傾

向
も
1
般
的
と
な
っ
て
い
る
(
ほ
)
の
で
'
「
社
会
集
団
の
規
制
力
の
弛
緩
」
と
「
欲

望
の
肥
大
」
の
循
環
関
係
を
l
括
し
て
ア
ノ
ミ
ー
と
呼
ぶ
立
場
を
取
ろ
う
.
デ
ユ

ル
ケ
-
ム
の
ア
ノ
ミ
ー
論
に
つ
い
て
は
へ
さ
ら
に
次
の
諸
点
を
補
足
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

3
　
成
文
法
は
組
織
化
の
程
度
の
高
い
行
動
準
則
で
あ
り
'
組
織
的
制
裁
(
刺

節
)
が
対
応
し
て
い
る
が
'
こ
れ
ら
は
社
会
に
集
積
す
る
無
数
の
行
動
準
則
の
'

骨
格
的
な
1
部
分
で
あ
る
.
し
か
し
'
ア
ノ
ミ
ー
状
態
に
お
い
て
は
'
そ
の
他
大

部
分
の
組
織
化
の
程
度
の
低
い
道
徳
や
慣
習
か
ら
浸
食
が
始
ま
る
。
社
会
集
団
の

権
威
は
低
下
し
て
い
る
の
で
'
散
発
的
に
行
使
さ
れ
る
分
散
的
制
裁
も
'
逸
脱
者

に
及
ぼ
す
影
響
力
は
小
さ
い
。
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佃
　
ア
ノ
ミ
ー
の
個
人
的
結
果
が
'
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
崩
壊
か
ら
ア
ノ
ミ
ー

的
自
殺
へ
と
発
現
す
る
極
端
な
事
例
は
'
『
自
殺
論
』
で
は
統
計
的
処
理
を
経
て

ア
ノ
ミ
ー
の
指
榎
と
し
て
検
出
さ
れ
た
。
し
か
し
'
こ
の
側
面
を
疎
外
論
的
文
脈

に
お
い
て
の
み
強
調
す
る
の
は
'
ア
ノ
ミ
ー
論
の
視
角
を
狭
め
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
極
端
な
場
合
で
な
く
と
も
'
あ
る
程
度
の
欲
望
の
肥
大
が
平
均
的
に
諸
個
人

を
襲
う
な
ら
へ
規
範
を
溶
解
す
る
の
に
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。

㈱
　
具
体
的
な
個
々
の
社
会
に
お
い
て
'
実
際
に
何
が
ア
ノ
ミ
ー
の
原
因
に
な

っ
て
い
る
か
は
'
経
験
的
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
分
析
に
お
い
て
は
へ
そ
の
原
因
は
'
1
部
は
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史

的
事
情
(
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
る
中
間
的
組
織
の
壊
滅
)
で
あ
り
'
1
部
は
産
業

社
会
特
有
の
事
情
(
物
質
的
幸
福
の
神
格
化
)
と
い
う
'
複
合
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。紬

　
職
業
集
団
に
よ
る
ア
ノ
ミ
ー
終
息
の
真
意
は
'
必
ず
し
も
意
識
化
さ
れ
な

い
社
会
生
活
の
細
部
ま
で
担
う
'
特
に
道
徳
・
慣
習
レ
ベ
ル
の
複
雑
な
社
会
的
規

制
が
'
職
業
集
団
の
つ
く
る
個
々
の
状
況
に
応
じ
て
形
成
さ
れ
'
実
際
的
な
規
制

力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
O
組
織
的
分
業
社
会
に
お
け
る
複
雑
な
活
動

内
容
を
細
部
に
わ
た
っ
て
規
定
で
き
る
の
は
'
法
的
規
制
よ
り
も
柔
軟
性
の
高
い

慣
習
的
規
制
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
1
)
　
近
年
'
ヂ
ユ
ル
ケ
-
ム
や
マ
ー
ト
ン
の
理
論
の
時
代
制
約
性
を
問
題
に
L
へ
こ
れ

を
現
代
的
視
点
か
ら
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
あ
る
が
'
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の

高
揚
を
説
明
原
理
と
し
た
日
的
-
手
段
図
式
の
類
型
論
を
基
礎
に
し
て
い
濁
点
で
'
マ

ー
ト
ン
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
言
え
る
。
大
村
英
昭
、
一
九
七
二
へ
「
ア
ス
ピ
レ
ー
シ

ョ
ン
と
ア
ノ
ミ
ー
ー
社
会
的
移
動
と
逸
脱
行
動
と
の
関
連
に
お
い
て
-
」
'
『
社
会
学
評

論
』
八
九
号
W
.
S
i
m
o
n
 
a
n
d
 
J
.
H
.
G
a
n
o
n
,
1
9
7
6
,
"
T
h
e
 
a
n
o
m
i
e
 
o
f

38 (4・50) 446



a

f

f

l

u

e

n

c

e

‥

p

o

s

t

 

M

e

r

t

o

n

i

a

n

 

c

o

n

c

e

p

t

i

o

n

"

,

A

.

J

.

S

.

V

o

1

.

8

2

,

N

o

.

2

.

(
<
*
>
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
9
0
2
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
W
<
四
頁
)
0

(
c
o
)
　
(
3
0
-
ラ
ク
ロ
ワ
は
'
『
分
業
論
』
と
『
自
殺
論
』
以
後
と
の
間
に
ア
ノ
ミ
ー
概
念

の
認
識
論
的
断
絶
を
指
摘
し
'
後
者
に
お
け
る
人
間
の
社
会
化
に
関
す
る
一
般
理
論
の

形
成
を
強
調
し
て
い
る
。
B
.
L
a
c
r
o
i
x
,
1
9
7
3
,
"
R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
e
t
 
a
n
o
m
i
e
 
s
e
l
o
n

D
u
r
k
h
e
i
m
"
,
C
a
h
i
e
r
s
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
u
x
d
e
s
o
c
i
o
l
o
g
i
e
.
V
0
1
.
L
V
.
し
か
し
'
社

会
的
規
制
作
用
が
諸
機
能
間
の
調
和
に
も
人
間
の
社
会
化
過
程
に
も
関
係
す
る
以
上
t

ア
ノ
ミ
ー
論
の
発
展
過
程
に
統
合
不
可
能
な
断
層
を
認
め
る
必
要
は
な
い
。
事
実
'

『
分
業
論
』
第
二
版
序
文
に
は
'
両
方
の
視
点
が
調
和
的
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

(
4
)
　
規
範
が
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
内
面
化
さ
れ
る
に
せ
よ
、
内
面
化
を
促
す
の
も
'
ま

た
内
面
化
を
維
持
す
る
の
も
'
基
本
的
に
は
外
部
か
ら
の
規
制
力
に
よ
る
と
い
え
る
。

(

m

)

　

E

.

D

u

r

k

h

e

i

m

,

1

8

9

7

,

o

p

.

c

i

t

.

,

p

.

2

8

0

(

三

1

0

-

1

　

1

貢

)

0

(
サ
)
　
I
b
i
d
.
,
p
p
.
2
8
4
,
2
8
7
(
I
ニ
五
七
'
三
1
七
頁
)
。

(
*
-
)
　
R
.
K
.
M
e
r
t
o
n
,
1
9
6
8
,
S
o
c
i
a
l
 
t
h
e
o
r
y
 
a
n
d
 
s
o
c
i
a
l
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
e
n
l
a
r
g
e
d

e
U
,
F
r
e
e
 
P
r
e
s
s
,
p
p
.
1
9
9
-
2
0
1
C
森
　
東
吾
他
訳
'
1
九
六
1
'
『
社
会
理
論
と
社

会
構
造
』
'
み
す
ず
葦
原
'
1
三
五
1
六
真
)
。
マ
ー
ト
ン
の
ア
ノ
ミ
ー
論
が
'
ヂ
ユ
ル

ケ
-
ム
の
理
論
に
対
す
る
自
ら
の
位
置
づ
け
を
怠
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
は
正
当
で
あ

る

。

P

.

B

e

s

n

a

r

d

,

1

9

7

8

,

"

M

e

r

t

o

n

a

l

a

r

e

c

h

e

r

c

h

e

d

e

 

l

'

a

n

o

m

i

e

"

、

R

e

v

u

e

f

r

a

n

f

a

i

s

e

d

e

s

o

c

i

o

l

o

g

i

e

,

V

0

1

.

X

I

X

,

.

n

-

1

,

p

p

.

2

3

-

3

5

.

マ

ー

ト

ン

の

ア

ノ

ミ

ー

論
は
'
原
因
の
分
析
に
独
自
の
視
点
を
導
入
し
た
特
殊
ア
ノ
ミ
ー
論
と
し
て
位
置
づ
け

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(

ォ

)

　

J

.

H

o

r

t

o

n

,

1

9

6

4

,

 

"

T

h

e

d

e

h

u

m

a

n

i

z

a

t

i

o

n

o

f

 

a

n

o

m

i

e

a

n

d

 

a

l

i

n

a

t

i

o

n

:

a
 
p
r
o
b
l
e
m
 
i
n
 
t
h
e
 
i
d
e
o
l
o
g
y
 
o
f
 
s
o
c
i
o
l
o
g
y
"
,
B
.
J
.
S
.
,
V
o
1
.
X
V
,
N
o
.
4
,

p
p
.
2
9
†
5
.

(
9
)
　
作
田
啓
l
t
 
i
九
七
二
'
『
価
値
の
社
会
学
』
'
岩
波
審
店
t
 
I
九
三
'
二
〇
一
'

二
〇
五
貢
。

(
S
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
5
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
9
5
(
I
九
七
貢
)

(
3
)
　
E
.
D
u
r
k
h
e
i
m
,
1
8
9
7
.
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
2
8
1
(
三
二
貢
)

(
5
3
)
　
宮
島
　
喬
'
一
九
七
七
へ
前
掲
書
'
1
九
四
貢
。

五
　
結
語

本
稿
は
'
デ
ユ
ル
ケ
-
ム
の
社
会
理
論
の
諸
側
面
-
方
法
論
へ
職
業
集
団

論
へ
ア
ノ
ミ
ー
論
(
社
会
解
体
論
)
I
を
'
「
社
会
的
連
帯
の
確
保
」
と
い
う
彼

の
中
心
的
問
題
関
心
に
即
し
て
読
み
取
る
こ
と
に
よ
り
へ
そ
の
社
会
再
組
織
化
論

の
構
造
を
原
理
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
'
個
々
の

社
会
状
況
に
お
い
て
応
用
可
能
な
'
社
会
帯
紐
線
化
の
た
め
の
基
本
的
理
論
枠
組

の
確
立
に
'
多
少
と
も
寄
与
し
た
い
と
い
う
意
図
に
導
か
れ
た
。
と
い
う
の
も
'

社
会
学
の
存
在
理
由
は
'
社
会
を
再
組
線
化
す
る
た
め
の
学
問
的
指
針
を
得
た
い

と
い
う
'
現
代
日
本
社
会
で
も
日
々
高
ま
り
つ
つ
あ
る
社
会
的
欲
求
の
中
に
あ
る

と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
へ
　
こ
の
よ
う
な
関
心
が
学
問
的
に
結
実
す
る
に
は
'
対
象
を
限
定
し

た
特
殊
研
究
の
成
鰭
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
亨
フ
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
ま
た
そ

れ
と
同
時
に
へ
先
学
の
研
究
成
果
を
整
理
し
て
'
そ
れ
と
の
接
合
の
あ
り
方
を
考

察
す
る
事
も
不
可
欠
の
事
項
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
'
後
者
に
関
す
る
考
察
か
ら
'

前
者
を
方
向
づ
け
よ
う
と
い
う
意
図
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
'
多
少
と
も
明

ら
か
に
で
き
た
と
思
う
の
は
'
ア
ノ
ミ
ー
論
の
継
承
の
方
向
で
あ
る
。
こ
れ
は
へ

「
社
会
的
連
帯
」
の
欲
求
に
対
す
る
対
応
関
係
に
つ
い
て
の
関
心
を
デ
ユ
ル
ケ
-

ム
と
共
有
し
な
が
ら
へ
ア
ノ
ミ
ー
発
生
の
原
因
と
過
程
の
分
析
を
'
個
々
の
社
会

状
況
に
応
じ
て
特
殊
化
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
(
-
0
-

ア
ノ
ミ
ー
の
原
因
が
'
産
業
化
と
都
市
化
に
伴
う
人
口
の
移
動
効
果
に
あ
る
に
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せ
よ
'
現
代
資
本
主
義
に
内
在
化
さ
れ
た
依
存
効
果
(
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
)
　
に
よ
る

欲
望
の
創
出
に
あ
る
に
せ
よ
'
そ
れ
ら
の
虜
囚
か
ら
生
ず
る
結
果
は
'
社
会
的
連

帯
の
諸
側
面
に
対
し
て
い
か
な
る
効
果
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
観
点
か
ら
評
価
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
問
題
を
立
て
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
へ
デ
ユ
ル
ケ
-

ム
が
単
に
規
範
へ
の
服
従
を
善
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
0
0
-
問
題
は
む
し
ろ
へ
社
会
関
係
の
　
「
貧
困
化
」
と
そ
の
結
果
を
も
た

ら
さ
れ
る
個
人
の
内
面
的
空
虚
さ
を
へ
　
い
か
に
克
服
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。(

1
)
　
ア
ノ
ミ
ー
に
関
し
て
は
'
規
範
の
正
当
性
の
源
泉
の
問
題
'
あ
る
い
は
凝
集
力
と

規
制
力
の
内
在
的
連
関
の
問
濠
な
ど
'
今
後
取
り
阻
む
べ
き
課
題
は
さ
ら
に
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
る
。

(
2
)
　
折
原
　
浩
は
'
戦
後
間
も
な
い
頃
の
わ
が
国
の
ア
ノ
ミ
ー
を
'
個
人
が
旧
来
の
規

範
や
信
念
か
ら
解
放
さ
れ
て
新
し
い
虐
想
や
確
信
に
到
る
過
程
と
位
置
づ
け
'
こ
れ
を

単
に
否
定
的
に
と
ら
え
て
よ
い
も
の
か
と
問
い
直
し
た
(
折
原
　
浩
'
一
九
五
九
へ

「
ア
ノ
ミ
ー
」
'
『
講
座
現
代
社
会
心
理
学
8
'
階
級
と
社
会
変
動
』
へ
中
山
書
店
'
二
二

〇
-
二
二
　
二
四
〇
貢
)
。
ア
ノ
ミ
ー
論
が
必
ず
し
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Social Solidarity and Anomie

the construction of Durkheim's theories of

reorganisation of society -

Daizo Egashira

Kyushu University

Some aspects of Durkheim's H theories of reorganization of society " are ex-

plored according to his main concern : H security of social solidarity '-'. Normal-

pathological judgement is a means to H rationalize " the social ideal of those days

such as " the general health of social body ". The central problem of the means

is to de:丘ne the functional relations among social institutions, by emphasising selec-

tively their correspondence to the need of Hsocial solidarity ". The theories of

reorganization of society developed from the theory of organic solidarity into the

theory of integration of plural association principles. We understand the theory

of professional group as connective point of those principles. And, especially, the

problem of integration of particularistic " and " universalistic " association is

stressed. Then we present the frame of analysis of theory of anomie, the central

issue of which is dysfunctional correspondence to the need of H social solidarity ".

In conclusion, we suggest the orientation of succession of the theory of

anomie. It specializes the analysis of cause and process of the occurrence of

anomie, according to situation of each society, but the concern about correspond-

ence to the social need, namely " social solidarity ", is common to that of Durkheim.

Toward a Scientific Foundation 'of Sociology :

-Lessons from Cassirer's Philosophy and Weber's Sociology-

Katsumi Yasumura

Rtkkyo University

A contribution towards isolating the problems attendant upon theory formula-

tion in contemporary sociology is suggested through the comparative analysis of

Weber's sociological method and the fundamental principles of natural science.

While it can be seen in a discussion of Weber and Cassirer's critica一 analysis of

the epistemology of e去act sciences that both concur that the cognitive process

there is contingent upon a I frame of recognition 'to make intelligible a丘nite

part of the in:丘nite reality.
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