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社
会
科
学
的
知
識
の
実
践
性
を
め
ぐ
っ
て

社
会
動
向
に
関
す
る
大
統
領
調
査
委
員
会
」
と

一
九
二
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学

田

真

司

は

じ

め

に

一
九
世
紀
後
半
に
出
発
し
た
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
に
と
っ
て
、
社
会
科
学
的
な
知
識
が
政
策
に
対
し
て
持
つ
意
味
は
、
そ
の
当
初
か

ら
強
く
意
識
を
さ
れ
て
い
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
社
会
科
学
と
い
う
構
想
そ
の
も
の
が
、「
社
会
に
関
す
る
科
学
」
を
政
治
と
の
関
係

に
お
い
て
実
現
す
る
と
い
う
意
味
で
、
き
わ
め
て
政
治
的
な
意
味
を
持
っ
た
構
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
即
し
て
い
え

ば
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
増
大
す
る
社
会
経
済
的
な
問
題
に
対
す
る
既
存
の
政
治
の
無
力
と
、
そ
の
原
因
と
し
て
の
政
党
政
治

の
非
合
理
性
と
腐
敗
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
社
会
科
学
運
動
を
牽
引
し
て

き
た
の
で

１
）

あ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
科
学
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
の
は
、「
政
治
」
に
対
す
る
拒
否
感
の
裏
返
し
と
し
て
の

「
科
学
」
に
対
す
る
強
い
信
頼
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
科
学
は
、「
政
治
」
と
の
直
接
的
な
関
係
を
持
た
ず
、
大
学
と
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い
う
高
等
教
育
と
学
問
の
世
界
に
そ
の
拠
点
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
諸
分
野
の
形
成
母
体
と
な
っ
た
ア
メ

リ
カ
社
会
科
学
協
会
（A

m
erica

n
 
S
o
cia
l S

cien
ce A

sso
cia
tio
n

）
の
分
析
を
行
っ
た
フ
ァ
ー
ナ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
協

会
に
集
結
し
た
、
大
学
に
拠
点
を
持
つ
社
会
科
学
者
と
大
学
に
拠
点
を
持
た
な
い
社
会
科
学
者
双
方
に
と
っ
て
、「
彼
ら
を
社
会
科
学

に
引
き
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
改
革
に
対
す
る
関
心
と
、
社
会
に
対
す
る
中
立
的
な
指
針
を
提
供
す
る
こ
と
の
で
き
る
客
観
的
で
冷
静

な
科
学
者
と
し
て
の
認
知
」
と
を
い
か
に
両
立
さ
せ
る
か
が
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
専
門
化
に
向
か
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
提
供
し
た
こ
と

を
指
摘
し
て

２
）

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
が
現
実
的
な
関
心
か
ら
後
退
す
る
こ
と
を
い
さ
さ
か
も
意
味
し
な
か

っ
た
。
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
の
社
会
科
学
構
想
は
、
自
ら
の
社
会
改
革
に
対
す
る
関
心
を
現
実
化
す
る
た

め
に
、
既
存
の
政
治
的
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
は
異
な
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
切
り
開
く
こ
と
を
企
図
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
構
想
か
ら
成
り
立
っ
て

い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

３
）

よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
活
動
が
成
立
す
る
背
景
に
は
、
社
会
に
関
す
る
「
科
学
」
的
な
知
識
の
成
立
可
能
性
に
対
す
る
強
い
信
頼
が

存
在
し
て
い
る
。
社
会
的
な
諸
要
因
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
客
観
的
に
決
定
し
う
る
対
象
が
存
在
し
、
そ
れ
を
特
定
の
方
法
に
よ
っ
て
認

識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
的
に
は
中
立
な
「
科
学
的
」
社
会
認
識
が
成
立
し
う
る
と
い
う
確
信
が
、
改
革
に
対
す
る
熱
意
と
科
学

に
対
す
る
強
い
関
心
と
の
結
び
つ
き
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
に
お
け
る
認
識
の
客
観
性
の
問

題
は
、
常
に
政
治
的
な
中
立
性
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
社
会
科
学
者
の
最
終
的
な
目
標
が
、

社
会
科
学
的
な
知
識
の
現
実
問
題
に
対
す
る
応
用
に
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
最
終
的
に
は
政
治
の
領
域
に
投
入
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
政
治
的
な
場
の
内
部
に
お
い
て
、
社
会
科
学
的
知
識
の
「
中
立
性
」
が
維
持
可
能
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
政
策
過
程
へ

の
社
会
科
学
的
な
知
識
の
利
用
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
大
き
な
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
。
そ
し
て
、
十
分
な
政
治
的
中

立
性
が
確
保
で
き
な
い
と
き
、
社
会
科
学
的
な
知
識
は
、
そ
の
中
立
性
と
表
裏
一
体
で
あ
る
客
観
性
を
も
失
う
こ
と
に
な
る
危
険
性
を
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は
ら
ん
で

４
）

い
る
。

本
稿
で
は
、
社
会
科
学
的
な
知
識
の
「
科
学
性
」
と
権
威
に
つ
い
て
の
自
己
意
識
が
確
立
し
、
次
第
に
そ
の
応
用
的
な
側
面
に
関
心

が
移
行
し
始
め
る
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
科
学
者
た
ち
が
遭
遇
し
た
い
く
つ
か
の
ジ
レ
ン
マ
を
取
り
上

げ
、
そ
れ
が
上
述
し
た
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
の
独
特
の
性
格
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
分
析
す
る
。
具
体
的
に
は
、
社

会
科
学
的
な
知
識
を
政
策
過
程
に
応
用
し
よ
う
と
す
る
社
会
科
学
者
の
側
か
ら
の
主
体
的
な
試
み
の
先
駆
と
し
て
、
一
九
二
九
年
に
フ

ー
バ
ー
大
統
領
の
下
に
組
織
さ
れ
た
「
社
会
動
向
に
関
す
る
大
統
領
調
査
委
員
会
（P

resid
en
t’s
 
R
esea

rch
 
C
o
m
m
ittee

 
o
n

 
S
o
cia
l T

ren
d
s

）」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
内
部
に
お
け
る
社
会
科
学
的
な
知
識
の
応
用
に
関
す
る
対
立
の
分
析
を
行
う
。
別
稿
で
論
じ

た
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
に
は
、「
実
証
主
義
的
科
学
主
義
」
を
標
榜
す
る
グ
ル
ー
プ
と
実
証
主
義
的
な
方

法
論
を
受
け
入
れ
な
い
広
義
の
経
験
主
義
的
な
グ
ル
ー
プ
と
の
対
立
の
ほ
か
に
、
実
証
主
義
的
な
グ
ル
ー
プ
内
部
に
お
け
る
対
立
も
存

在
し
て

５
）

い
る
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
実
証
主
義
的
グ
ル
ー
プ
内
部
に
お
け
る
対
立
に
も
、
知
識
の
「
応
用
」
を
め
ぐ
る
論
点
が
密
接
に

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
に
お
け
る
「
実
践
的
な
も
の
」
の
持
つ
特
殊
な
位
置
価
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

１

社
会
科
学
と
政
策
の
連
関

前
述
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
は
き
わ
め
て
強
い
実
践
的
な
関
心
を
出
発
点
と
し
つ
つ
、
既
存
の
政
治
過
程
に
外
在
的
な

形
で
、
そ
の
権
威
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
科
学
的
な
知
識
が
政
策
過
程
に
影
響
を
与
え
る
た
め
に

は
、
そ
れ
が
政
治
過
程
に
お
い
て
何
ら
か
の
特
権
的
な
知
識
と
し
て
扱
わ
れ
る
根
拠
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ

3 社会科学的知識の実践性をめぐって ( 田真司)



の
初
期
社
会
科
学
構
想
は
、
こ
う
し
た
社
会
科
学
的
な
知
識
の
特
権
性
の
根
拠
を
、「
科
学
性
」
の
問
題
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
社
会
科
学
の
「
科
学
性
」
こ
そ
が
、
社
会
科
学
的
知
識
の
特
権
性
を
生
み
出
す
基
礎
と
な
っ
て
い

る
の
で

６
）

あ
る
。

そ
の
た
め
一
九
世
紀
の
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
の
前
半
に
か
け
て
進
行
し
た
社
会
科
学
の
制
度
化
は
、
社
会
科
学
を
政
策
過
程
と
は
別

個
の
論
理
で
あ
る
「
科
学
の
論
理
」
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
形
成
し
た
。
す
な
わ
ち
、
社
会
科
学
的
な
調
査
・
研
究
は
、
政
治
的
関
心

と
は
異
な
る
社
会
科
学
的
な
論
理
に
基
づ
い
て
提
起
さ
れ
た
問
題
関
心
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
制
度
化
の
形
態
に
お
い
て
は
、
社
会
科
学
的
な
知
識
と
政
治
過
程
と
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
は
、
偶
然
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
、

社
会
科
学
的
な
論
理
の
内
部
に
十
分
な
根
拠
を
持
た
な
い
、
特
定
の
政
治
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
関
心
に
基
づ
く
議
論
は
、
社
会
科

学
の
世
界
か
ら
の
排
斥
の
対
象
と
な
る
一
方
で
、
社
会
科
学
的
な
関
心
に
し
た
が
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
、
科
学
的
な
方
法

に
し
た
が
っ
て
進
め
ら
れ
る
分
析
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
政
治
的
に
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
結
論
を
導
く
も
の
で
あ
っ
て
も
、
社
会
科

学
的
な
知
識
と
し
て
は
認
容
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
初
期
社
会
科
学
の
枠
組
を
一
変
さ
せ
た
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
戦
時
協
力
で
あ
る
。
社
会
科
学
的
な
知
識
の

有
用
性
の
認
識
、
と
り
わ
け
社
会
的
な
諸
力
の
数
量
的
把
握
と
解
析
の
技
術
の
政
策
立
案
に
対
す
る
有
用
性
は
、
軍
需
産
業
委
員
会

（W
a
r In

d
u
stries B

o
a
rd

）
や
中
央
計
画
統
計
局
（C

en
tra
l B

u
rea

u o
f P

la
n
n
in
g a

n
d S

ta
tistic

）
に
お
け
る
社
会
科
学
者
の

活
動
に
よ
り
、
政
府
の
認
知
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
、
社
会
の
数
量
的
な
把
握
と
し
て
の
「
社

会
調
査
（so

cia
l resea

rch

）」
を
結
節
点
と
し
て
、
社
会
科
学
と
政
策
過
程
と
の
間
の
距
離
が
、
急
速
に
縮
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
大
学
に
拠
点
を
置
く
社
会
科
学
者
た
ち
が
、
学
術
財
団
の
支
援
を
受
け
て
、
社
会
科
学
的
な
問
題
関
心
の
も
と
に
実
施

し
た
大
規
模
な
社
会
調
査
に
基
づ
く
研
究
が
次
々
と
現
わ
れ
る
一
方
で
、
そ
う
し
た
研
究
成
果
が
行
政
府
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
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が
、
少
な
く
と
も
暗
黙
の
う
ち
に
は
前
提
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
社
会
科
学
的
な
知
識
と
政
府
と
の
事
実
上
の
リ
ン
ケ

ー
ジ
が
成
立
し
、
社
会
科
学
的
な
知
識
が
「
デ
ー
タ
」
と
し
て
政
策
過
程
に
投
入
さ
れ
て
い
く
段
階
に
入
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
典
型
例
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
経
済
学
者
ウ
ェ
ズ
レ
イ
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
を
中
心
に
し
て
創
設
さ
れ
た
全
米
経
済
研
究
所

（N
a
tio
n
a
l B
u
rea

u o
f E
co
n
o
m
ic R

esea
rch

）
と
、
シ
カ
ゴ
大
学
の
政
治
学
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
メ
リ
ア
ム
や
ミ
ッ
チ
ェ
ル
が
中
心

と
な
っ
た
社
会
科
学
研
究
評
議
会
（S

o
cia
l S
cien

ce R
esea

rch C
o
u
n
cil

）
で

７
）

あ
る
。

こ
う
し
て
、
一
九
二
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
は
、「
デ
ー
タ
」
と
し
て
の
知
識
の

８
）

利
用
の
方
向
に
大
き
く
方
向
を
転
換
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
政
策
過
程
と
の
距
離
を
縮
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
れ
は
、
依
然
と
し
て
社
会
科
学
的
な
関
心
の
下
に
組
織
さ
れ

て
い
る
と
い
う
意
味
で
社
会
科
学
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
社
会
科
学
的
な
知
識
の
蓄
積
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
の

社
会
問
題
へ
の
応
用
を
生
み
出
す
現
実
的
な
ル
ー
ト
が
開
拓
さ
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
「
社
会
科
学
の
応
用
」（a

p
p
lica

tio
n
 
o
f

 
th
e so

cia
l scien

ces

）
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
、
新
し
い
社
会
科
学
の
展
開
の
可
能
性
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。「
社
会
動
向
」
委
員
会

の
一
員
で
も
あ
っ
た
ノ
ー
ス
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
の
ハ
ワ
ー
ド
・
オ
ダ
ム
は
、
委
員
会
報
告
書
の
刊
行
に
あ
わ
せ
て
出
版
さ
れ
た

S
ocial F

orces

誌
の
特
集
号
の
中
で
、
近
年
の
社
会
科
学
に
お
け
る
発
展
の
一
形
態
と
し
て
、「
応
用
」
ま
た
は
「
利
用
」
に
対
す
る

そ
の
関
心
の
高
ま
り
を
あ
げ
、
社
会
科
学
に
お
い
て
も
、
自
然
科
学
同
様
に
、
そ
の
知
識
の
利
用
や
応
用
へ
の
関
心
が
「
科
学
の
そ
れ

自
体
の
発
展
よ
り
も
加
速
さ
れ
つ
つ
あ
る
」
と
指
摘
し
て

９
）

い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
社
会
科
学
的
な
知
識
」
が
政
策
立
案
者
に
対
し
て
提
供
可
能
な
「
デ
ー
タ
」
と
は
、
い
か
な
る
も
の
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
政
策
立
案
者
が
、
自
ら
の
知
識
が
十
分
で
な
い
領
域
の
政
策
を
立
案
す
る
場
合

に
、
必
要
な
知
識
を
社
会
科
学
者
が
提
供
す
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
関
係
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
社
会
科
学

的
な
知
識
と
政
策
過
程
に
必
要
な
知
識
と
が
、
同
一
視
し
う
る
も
の
で
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
社
会
科
学
の
論
理
と
政
治
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の
論
理
と
の
切
断
を
前
提
と
し
て
制
度
化
し
た
ア
メ
リ
カ
の
社
会
科
学
に
と
っ
て
は
、
社
会
科
学
的
な
問
題
関
心
か
ら
収
集
さ
れ
る
デ

ー
タ
と
、
政
策
的
な
必
要
か
ら
要
求
さ
れ
る
デ
ー
タ
と
は
、
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
複
数
の
関
心
に
基
づ
い
て
現
実
が

分
析
し
う
る
以
上
、
客
観
的
な
「
デ
ー
タ
」
の
形
で
現
実
を
定
義
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
社
会

科
学
的
な
知
識
か
ら
政
策
過
程
で
必
要
と
さ
れ
る
知
識
へ
の
変
換
過
程
が
介
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

先
進
民
主
主
義
国
に
お
け
る
政
策
担
当
者
と
社
会
科
学
的
な
知
識
と
の
関
係
を
包
括
的
に
検
討
し
た
ヴ
ィ
ッ
ト
ロ
ッ
ク
は
、
政
策
担

当
者
の
持
つ
論
理
と
社
会
科
学
的
な
知
識
の
論
理
が
一
致
し
て
い
る
か
否
か
、
調
査
の
関
心
が
社
会
科
学
的
な
関
心
に
基
づ
い
て
い
る

の
か
、
政
策
的
な
関
心
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
に
よ
っ
て
、
政
策
過
程
に
お
け
る
社
会
科
学
的
な
知
識
の
あ
り
方
を
四
つ
に
分
類
し
て

10
）

い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
科
学
的
知
識
の
領
域
と
政
策
領
域
が
異
な
る
論
理
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
主
要
な
関
心
が
調
査
そ
の

も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
「
啓
蒙
的
モ
デ
ル
」、
両
領
域
の
論
理
が
異
な
っ
て
お
り
、
主
要
な
関
心
が
政
策
形
成
に
あ
る
「
古
典
的
官

僚
制
モ
デ
ル
」、
社
会
科
学
的
な
知
識
と
政
策
領
域
の
論
理
が
一
致
し
て
お
り
、
そ
の
主
要
な
関
心
が
調
査
に
あ
る
「
テ
ク
ノ
ク
ラ
テ

ィ
ッ
ク
・
モ
デ
ル
」、
両
領
域
の
論
理
が
一
致
し
て
お
り
、
そ
の
主
要
な
関
心
が
政
策
形
成
に
あ
る
「
工
学
的
モ
デ
ル
」
で
あ
る
。「
啓

蒙
的
モ
デ
ル
」
と
は
、「
社
会
科
学
的
な
調
査
が
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
概
念
、
命
題
、
試
行
、
経
験
的
一
般
化
と
い
っ

た
知
的
な
道
具
立
て
を
提
供
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
…
…
あ
る
一
定
程
度
の
時
間
と
多
く
の
研
究
を
通
し
て
、
ア
イ
デ
ィ
ア

が
政
策
担
当
者
や
思
慮
深
い
公
衆
の
意
識
の
中
に
浸
透
し
て
い
く
。
そ
れ
ら
は
、
政
策
担
当
者
が
問
題
を
規
定
し
、
そ
の
問
題
を
扱
う

た
め
に
検
討
す
る
選
択
肢
を
規
定
す
る
の
に
、
一
定
の
役
割
を
果
た
す
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
テ
ク
ノ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
・

モ
デ
ル
」
に
お
い
て
は
、
分
析
と
調
査
は
決
定
を
促
進
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
不
確
実
な
未
来
に
対
し
て
政
府
が

「
大
き
な
能
力
不
足
」
に
陥
っ
た
と
き
に
、
主
要
な
政
策
担
当
者
を
体
系
的
に
訓
練
す
る
こ
と
で
、
分
析
的
な
技
法
と
「
顧
問
団
」
に

よ
る
そ
の
利
用
を
決
定
的
に
増
加
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
調
査
分
析
が
政
策
に
分
析
を
与
え
る
こ
と
が
当
然
と
見
な
さ
れ
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る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
古
典
的
官
僚
制
モ
デ
ル
」
は
、
官
僚
の
領
域
が
合
理
化
さ
れ
て
い
る
と
想
定
す
る
が
、
そ
の
合
理
化
が
一
組

の
形
式
的
な
規
則
と
法
の
組
み
合
わ
せ
の
応
用
に
関
心
を
持
つ
、
合
理
的
で
階
層
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
行
政
機
構
の
形
態
と
し
て
表

現
さ
れ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
法
的
な
訓
練
を
受
け
た
人
員
が
も
っ
ぱ
ら
必
要
と
さ
れ
、
社
会
科
学
的
な
知
識
は
必

要
と
さ
れ
な
い
。
最
後
に
「
工
学
的
モ
デ
ル
」
は
、
政
策
過
程
の
高
度
に
合
理
的
な
概
念
と
政
策
形
成
過
程
の
要
求
に
社
会
調
査
の
要

求
が
従
属
す
る
こ
と
に
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
調
査
の
結
果
は
、
多
く
の
場
合
政
策
過
程
に
お
い
て

「
デ
ー
タ
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ヴ
ィ
ッ
ト
ロ
ッ
ク
の
図
式
を
前
提
に
し
て
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
の
論
争
点
を
整
理
す
れ
ば
、
こ
の
時

期
に
現
れ
て
き
た
社
会
科
学
的
な
知
識
の
応
用
に
関
す
る
構
想
は
、
二
つ
の
モ
デ
ル
に
あ
て
は
ま
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ひ
と
つ
は
、「
啓
蒙
モ
デ
ル
」
的
な
選
択
肢
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
社
会
科
学
的
な
視
点
か
ら
加
工
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
元
に
、
政
策
過

程
に
と
っ
て
も
有
意
味
な
問
題
を
提
起
し
、
有
効
な
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
デ
ー
タ
と
そ
の
加
工
に
も
っ
と
も
精
通

し
て
い
る
社
会
科
学
者
の
役
割
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
社
会
科
学
者
の
役
割
は
、
単
な
る
事
実
の
発
見
と
提
示
に

と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
が
持
つ
意
味
を
解
釈
し
、
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
選
択
肢
は
、「
テ
ク
ノ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
・
モ
デ

ル
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
社
会
科
学
者
は
一
切
の
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
の
提
示
を
放
棄
し
て
、
政
策
的
な
必
要

か
ら
要
求
さ
れ
る
純
粋
に
事
実
だ
け
を
提
示
し
、
政
策
担
当
者
が
自
ら
そ
の
デ
ー
タ
を
解
釈
し
て
、
政
策
を
立
案
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
、
政
策
立
案
者
自
ら
が
デ
ー
タ
の
解
析
・
解
釈
者
と
し
て
の
技
能
を
有
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
者
に

対
し
て
、
社
会
科
学
者
は
デ
ー
タ
提
供
者
と
し
て
の
役
割
の
み
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
政
策
立
案
者
の
能
力
に
対
す
る
高

い
期
待
の
背
景
に
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
社
会
科
学
方
法
論
が
依
拠
し
て
い
た
科
学
一
元
論
的
な
発
想
と
素
朴
な
帰
納
主
義
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
社
会
科
学
の
方
法
は
自
然
科
学
の
方
法
と
同
様
で
あ
り
、
あ
る
程
度
以
上
の
事
実
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
事
実
の
間
の
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関
係
と
し
て
の
法
則
が
自
動
的
に
導
か
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
応
用
す
る
に
際
し
て
も
、

前
提
と
な
る
一
群
の
法
則
と
対
象
に
関
す
る
正
確
な
事
実
が
提
示
さ
れ
れ
ば
、
十
分
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
社
会
科
学
の
応

用
に
積
極
的
な
一
九
二
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
は
、
し
か
し
、
そ
の
応
用
の
過
程
に
お
い
て
社
会
科
学
者
が
果
た
す
べ
き
役
割

に
つ
い
て
、
二
つ
の
対
立
す
る
見
解
を
有
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で

11
）

き
る
。

２

社
会
動
向
」
委
員
会
に
お
け
る
対
立

一
九
二
九
年
九
月
フ
ー
バ
ー
大
統
領
は
、「
近
年
の
経
済
的
変
化
に
関
す
る
委
員
会
」（C

o
m
m
ittee

 
o
n
 
R
ecen

t
 
E
co
n
o
m
ic

 
C
h
a
n
g
es

）
な
ど
の
商
務
長
官
時
代
に
成
功
を
収
め
た
方
式
を
拡
大
し
て
、
ア
メ
リ
カ
社
会
全
般
の
動
向
に
関
す
る
調
査
委
員
会
の
設

置
を
提
案
し
た
。
こ
の
委
員
会
は
、
社
会
科
学
の
各
分
野
の
専
門
家
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
、
そ
の
資
金
は
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
か
ら

提
供
さ

12
）

れ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
委
員
会
は
一
九
二
〇
年
代
の
社
会
科
学
の
典
型
例
と
で
も
い
う
べ
き
形
式
を
持
っ
て
い
る
。
こ

の
委
員
会
に
は
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
、
メ
リ
ア
ム
と
い
う
一
九
二
〇
年
代
の
社
会
科
学
の
動
向
を
代
表
す
る
二
人
の
社
会
科
学
者
が
そ
れ
ぞ

れ
、
座
長
お
よ
び
副
座
長
と
し
て
参
加
し
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
の
共
同
研
究
の
主
導
権
を
握
っ
た
の
は
、
研
究
責
任
者
と
な
っ
た

シ
カ
ゴ
大
学
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｆ
・
オ
グ
バ
ー
ン
と
ハ
ワ
ー
ド
・
オ
ダ
ム
で
あ
る
。
特
に
こ
の
研
究
に
お
い
て
オ
グ
バ
ー
ン
の
果
た
し

た
役
割
は
大
き
く
、
こ
の
委
員
会
の
報
告
は
後
に
「
オ
グ
バ
ー
ン
・
レ
ポ
ー
ト
」
と
通
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
二
九
年
一
二
月

に
正
式
に
発
足
し
た
こ
の
委
員
会
は
、
翌
三
〇
年
に
は
具
体
的
な
ト
ピ
ッ
ク
ス
と
執
筆
者
を
選
定
し
た
上
で
、
一
九
三
一
年
末
を
デ
ッ

ド
ラ
イ
ン
と
し
て
報
告
書
の
執
筆
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
報
告
書
の
編
集
過
程
に
お
い
て
、
委
員
会
の
内
部
お
よ
び
執
筆
者
と
委
員
会
と
の
間
で
、
い
く
つ
か
の
厳
し
い
対
立
が
生
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じ
た
。
第
一
の
対
立
は
、
オ
グ
バ
ー
ン
に
よ
る
厳
し
い
研
究
方
法
の
制
約
と
そ
れ
に
対
す
る
反
発
で
あ
る
。
オ
グ
バ
ー
ン
は
、
執
筆
者

に
対
し
て
「
方
法
に
関
す
る
覚
書
」
を
配
布
し
た
が
、
こ
の
覚
書
は
、
き
わ
め
て
テ
ク
ノ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
オ
グ
バ
ー
ン
の
指
向
性
を

明
確
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
委
員
会
の
「
調
査
の
目
的
は
、
社
会
動
向
の
事
実
を
調
査
す
る
こ
と
に
あ
り
、
各

章
の
目
的
は
、
立
法
府
や
行
政
府
が
政
策
を
形
成
す
る
際
に
利
用
し
う
る
よ
う
な
基
礎
的
な
経
験
的
な
材
料
を
記
録
し
、
集
積
す
る
こ

と
に
あ
る
」
と
規
定
し
、
デ
ー
タ
解
析
の
方
法
を
統
計
的
な
方
法
に
限
定
す
る
と
同
時
に
、
基
礎
的
な
経
験
的
デ
ー
タ
の
記
録
と
収
集

の
み
が
許
さ
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
個
人
の
主
観
的
な
「
意
見
」（o

p
in
io
n

）
を
含
む
勧
告
や
提
案
は
一
切
含
ま

れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て

13
）

い
た
。
こ
う
し
た
執
筆
方
針
に
対
す
る
オ
グ
バ
ー
ン
の
態
度
は
き
わ
め
て
厳
格
で
あ
り
、
報
告

書
編
集
の
過
程
で
は
多
数
の
執
筆
者
に
対
し
て
書
き
直
し
が
要
求
さ
れ
た
が
、
同
時
に
こ
れ
に
対
す
る
反
発
も
強
く
、
特
に
メ
リ
ア
ム

は
オ
グ
バ
ー
ン
の
方
針
か
ら
は
認
容
で
き
な
い
報
告
を
寄
せ
、
オ
グ
バ
ー
ン
と
の
間
で
激
し
い
論
争
に
な
っ
た
。
一
九
三
二
年
三
月
一

四
日
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
行
わ
れ
た
編
集
会
議
に
お
い
て
、
オ
グ
バ
ー
ン
が
メ
リ
ア
ム
報
告
に
は
証
拠
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
、
ハ
ン
ト
も
「
デ
ー
タ
よ
り
も
あ
な
た
の
権
威
に
依
拠
し
て
」
書
か
れ
て
い
る
と
批
判
し
た
の
に
対
し
て
、
メ
リ
ア
ム
は
、
オ
グ

バ
ー
ン
の
厳
格
な
科
学
的
方
針
が
実
際
に
は
実
現
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
デ
ー
タ
の
客
観
性
に
で
は
な
く
、
特
定
分
野
の
研
究
者
と
し

て
の
経
験
に
基
づ
く
分
析
に
こ
そ
、
社
会
科
学
者
の
分
析
の
意
味
が
あ
る
と
主
張

14
）

し
た
。

こ
の
対
立
の
背
景
に
は
、
社
会
科
学
的
な
デ
ー
タ
の
蓄
積
量
に
対
す
る
評
価
の
違
い
が
あ
る
。
メ
リ
ア
ム
は
、
素
朴
帰
納
主
義
的
な

観
点
か
ら
、
現
時
点
に
お
け
る
社
会
科
学
的
な
調
査
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
デ
ー
タ
か
ら
は
、
帰
納
的
な
形
で
法
則
を
導
出
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
委
員
会
に
お
い
て
も
、
オ
グ
バ
ー
ン
の
方
針
に
従
え
ば
、「
報
告
書
が
完
成
す
る
ま
で
に
後
一
〇
年

は
か
か
る
」
こ
と
を
あ
げ
て
、
そ
の
非
現
実
性
を
批
判
し
て

15
）

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
グ
バ
ー
ン
に
と
っ
て
、
デ
ー
タ
収
集
の
作
業

と
そ
の
分
析
・
解
釈
の
作
業
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
仮
に
帰
納
主
義
的
な
方
法
に
基
づ
い
て
、
社
会
科
学
的
な
デ
ー
タ
の
解
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釈
が
不
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
政
策
立
案
に
有
用
な
デ
ー
タ
の
解
釈
は
な
お
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
社
会
科
学
的
に
は
不
完

全
な
デ
ー
タ
の
蓄
積
も
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
政
策
的
に
は
意
味
を
持
つ
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
対
立
は
、
調
査
結
果
の
扱
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。
フ
ー
バ
ー
大
統
領
と
の
連
絡
役
で
あ
っ
た
Ｅ
・
Ｅ
・
ハ
ン
ト
は
、
委
員
会

の
発
足
当
初
か
ら
報
告
書
の
進
捗
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
、
個
別
の
領
域
に
関
す
る
数
量
的
な
デ
ー
タ
が
集
ま
り
次
第
、
そ
れ
を
大
統
領

に
よ
る
政
策
立
案
に
利
用
で
き
る
こ
と
を
期
待
し
て

16
）

い
た
。
オ
グ
バ
ー
ン
は
こ
う
し
た
期
待
に
応
え
る
こ
と
に
積
極
的
で
あ
っ
た
が
、

編
集
会
議
の
席
上
で
は
、
メ
リ
ア
ム
が
最
終
的
な
刊
行
物
に
な
る
ま
で
は
、
大
統
領
と
い
え
ど
も
そ
れ
を
目
に
す
べ
き
で
は
な
い
と
主

張
し
て
、
こ
れ
に
激
し
く
反
対
し
た
た
め
、
結
局
収
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
は
、
報
告
書
の
完
成
前
に
大
統
領
に
渡
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。オ

グ
バ
ー
ン
が
、
こ
の
提
案
に
積
極
的
で
あ
っ
た
理
由
は
、
こ
の
委
員
会
の
目
的
が
あ
く
ま
で
も
調
査
に
よ
る
デ
ー
タ
の
蓄
積
に
限

定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
や
具
体
的
な
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
起
を
す
べ
き
も
の
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
ハ
ン
ト
は
オ
グ
バ
ー
ン
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。「
大
統
領
が
、
渡
さ
れ
た
素
材
の
使
用
に
関
し
て
は
フ
リ

ー
ハ
ン
ド
を
持
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
当
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
に
渡
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
出
版
さ
れ

る
前
に
、
可
能
性
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
プ
ラ
ン
の
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」。

こ
れ
に
対
し
て
、
メ
リ
ア
ム
は
、
何
ら
か
の
社
会
科
学
的
な
分
析
に
よ
り
、
デ
ー
タ
に
対
す
る
解
釈
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
社
会
科

学
的
な
分
析
の
自
律
性
と
、
ひ
い
て
は
権
威
を
保
つ
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
う
し
た
解
釈
的
な
部
分
の
存
在
こ
そ
が

こ
の
委
員
会
の
意
味
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
メ
リ
ア
ム
は
、
次
の
よ
う
に
ハ
ン
ト
に
書
き
送
っ
て
い
る
。「
で
き
れ
ば
、
部

分
的
で
未
完
成
の
報
告
書
を
大
統
領
に
提
出
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
…
…
報
告
書
が
そ
の
仕

事
の
た
め
に
選
ば
れ
た
技
術
者
の
最
終
的
な
製
品
に
な
っ
て
初
め
て
そ
れ
を
目
に
し
た
と
い
え
る
方
が
、
大
統
領
に
と
っ
て
も
っ
と
も
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望
ま
し
い
状
況
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
委
員
会
は
、
同
意
で
き
な
い
様
々
な
修
正
の
要
求
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
や
、
実

際
は
そ
う
で
な
く
て
も
、
そ
う
い
う
修
正
の
要
求
に
応
じ
た
と
い
う
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
か
ら
で

17
）

あ
る
」。
こ
こ
で
、
メ

リ
ア
ム
は
「
技
術
者
」（tech

n
icia

n

）
と
し
て
の
社
会
科
学
者
の
役
割
を
単
な
る
デ
ー
タ
の
収
集
で
は
な
く
、「
最
終
的
な
製
品
」
を

作
り
出
す
こ
と
と
し
て
定
義
し
て
い
る
と
同
時
に
、
政
策
過
程
と
社
会
科
学
的
な
研
究
の
過
程
と
を
、
対
等
な
も
の
と
し
て
明
確
に
分

け
よ
う
と
し
て
い
る
。

第
三
の
対
立
は
、
出
版
の
方
法
に
関
す
る
対
立
で
あ
る
。
報
告
書
出
版
の
具
体
的
な
計
画
を
作
成
す
る
段
階
に
な
っ
て
、
ハ
ン
ト
は

調
査
結
果
の
概
要
を
一
般
向
け
に
紹
介
し
た
文
書
を
別
途
出
版
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
オ
グ
バ
ー
ン
は
報
告
書
と
は
別
に
出
版
さ
れ

る
こ
と
を
条
件
と
し
て
こ
れ
を
認
め
る
姿
勢
を
示
し
た
が
、
メ
リ
ア
ム
は
一
貫
し
て
そ
れ
に
反
対

18
）

し
た
。
ま
た
、
報
告
書
中
に
、
報
告

全
体
を
要
約
し
、
各
章
で
の
知
見
を
統
合
す
る
要
因
に
つ
い
て
分
析
し
た
序
論
を
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
オ
グ
バ
ー
ン
が
主
張
し
た
の

に
対
し
て
、
メ
リ
ア
ム
は
そ
の
よ
う
な
序
論
の
執
筆
可
能
性
そ
の
も
の
に
否
定
的
で
あ
り
、
オ
グ
バ
ー
ン
の
再
三
の
執
筆
要
請
を
固
辞

し
た
。
し
か
し
、
両
者
の
妥
協
と
し
て
ミ
ッ
チ
ェ
ル
が
執
筆
し
た
序
論
に
対
し
て
は
、
オ
グ
バ
ー
ン
は
そ
れ
が
あ
ま
り
に
解
釈
的
で
あ

る
と
し
て
、
厳
し
い
批
判
を
加
え
た
の
で

19
）

あ
る
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
か
に
思
え
る
こ
れ
ら
の
対
立
は
、
前
述
し
た
「
デ
ー
タ
」
と
し
て
の
知
識
利
用
の
ジ
レ

ン
マ
を
考
慮
す
る
と
き
、
そ
の
意
味
を
は
っ
き
り
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
委
員
会
内
で
フ
ー
バ
ー
の
意
向
を
体
現
し
て
い
た
ハ

ン
ト
は
、
こ
の
調
査
の
目
的
が
政
策
に
あ
り
、
社
会
科
学
者
の
役
割
を
政
策
の
実
現
に
必
要
な
事
実
と
し
て
の
デ
ー
タ
の
提
供
に
限
定

し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
デ
ー
タ
を
解
釈
し
具
体
的
な
政
策
に
転
換
す
る
作
業
は
、
も
っ
ぱ
ら
政
策
立
案
者
で
あ
る
大
統
領
に
委
ね

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
考
え
方
に
、
明
確
に
賛
意
を
示
し
た
の
は
、
実
際
に
調
査
を
主
導
し
た
オ
グ
バ
ー
ン
や
オ

ダ
ム
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
政
策
立
案
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
た
め
に
、
調
査
の
目
的
を
デ
ー
タ
の
集
積
に
限
定
し
、
そ
こ
に
一
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切
の
解
釈
が
入
る
こ
と
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
。
オ
グ
バ
ー
ン
は
、
報
告
書
の
執
筆
を
デ
ー
タ
の
「
翻
訳
（tra

n
sla
tio
n

）」
と
表
現

20
）

し
た
が
、
そ
れ
は
デ
ー
タ
の
収
集
や
処
理
に
関
す
る
専
門
家
と
し
て
の
社
会
科
学
者
の
自
意
識
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
適
切

に
処
理
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
正
確
に
言
語
表
現
に
転
写
す
る
こ
と
し
か
、
社
会
科
学
者
に
は
許
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
方
法
論
的
な
認
識

を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
デ
ー
タ
の
解
釈
や
、
そ
れ
を
技
術
者
以
外
に
理
解
可
能
な
形
に
翻
案
す
る
こ
と
は
、
他
の
適
切
な
主
体

に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
政
策
立
案
者
で
あ
れ
、
啓
蒙
書
の
執
筆
者
で
あ
れ
、
社
会
科
学
者
以
外
の
何
も
の
か
が
解
釈
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
社
会
科
学
と
非
社
会
科
学
の
境
界
線
は
、
デ
ー
タ
と
そ
の
解
釈
の
間
に
引
か
れ
て
い

る
。こ

れ
に
対
し
て
、
メ
リ
ア
ム
の
立
場
は
、
統
計
的
な
方
法
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
デ
ー
タ
が
「
客
観
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
認

識
そ
れ
自
体
に
疑
問
を
持
っ
て
い
た
。
彼
は
、
最
終
的
に
確
立
さ
れ
た
科
学
的
法
則
に
基
づ
い
て
デ
ー
タ
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
以
上
、
デ
ー
タ
の
選
択
や
重
要
性
の
評
価
そ
れ
自
体
の
中
に
分
析
者
の
解
釈
が
紛
れ
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
メ
リ
ア
ム
は
、
社
会
科
学
的
な
論
理
の
自
律
性
に
基
づ
い
て
、
集
積
さ
れ
た
事
実
に
対
す
る
解
釈
を
提
示
す
べ
き
で

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
調
査
の
政
治
に
対
す
る
自
律
性
が
証
明
さ
れ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
こ
の
解
釈
に
権
威
を
付
与
す
る
の

は
「
科
学
的
な
法
則
」
で
は
な
く
、
特
定
の
社
会
分
野
の
状
況
と
動
向
を
長
期
に
わ
た
っ
て
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
そ
の

社
会
領
域
の
専
門
家
と
し
て
の
能
力
で
あ
り
、
そ
れ
が
単
な
る
事
実
の
集
積
を
越
え
社
会
科
学
者
の
知
識
を
「
専
門
知
識
」
と
し
て
引

証
す
る
価
値
を
持
た
せ
て
い
る
の
で

21
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
メ
リ
ア
ム
は
解
釈
の
施
さ
れ
て
い
な
い
生
の
デ
ー
タ
を
大
統
領
に
提
出
す

る
と
い
う
オ
グ
バ
ー
ン
や
ハ
ン
ト
の
考
え
に
は
断
固
と
し
て
異
議
を
唱
え
、
オ
グ
バ
ー
ン
の
編
集
方
針
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
統
計
的
な

デ
ー
タ
の
「
翻
訳
」
の
枠
を
越
え
て
、
デ
ー
タ
か
ら
は
必
ず
し
も
導
出
で
き
な
い
解
釈
を
含
む
論
考
を
、
政
治
現
象
の
専
門
家
と
し
て

の
権
威
の
下
に
執
筆
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
序
論
の
執
筆
に
対
す
る
消
極
的
な
態
度
も
、
政
治
・
行
政
に
関
す
る
部
分
以
外

12國學院法學第48巻第4号 (2011)



で
は
、
解
釈
を
行
う
の
に
十
分
な
専
門
性
を
有
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
、
メ
リ
ア
ム
は
明
言
し
て
い
る
。
ハ
ン
ト
が
、
メ
リ

ア
ム
に
対
し
て
行
っ
た
「
デ
ー
タ
で
は
な
く
権
威
に
依
拠
し
て
い
る
」
と
い
う
批
判
は
、
実
の
と
こ
ろ
メ
リ
ア
ム
に
と
っ
て
は
批
判
で

は
な
か
っ
た
。
逆
に
、
そ
う
し
た
「
権
威
」
こ
そ
が
、
科
学
的
な
法
則
が
未
確
立
な
段
階
に
お
け
る
政
策
過
程
に
お
け
る
「
専
門
家
」

と
し
て
の
社
会
科
学
者
の
立
場
を
支
え
て
い
る
と
い
う
の
が
、
メ
リ
ア
ム
の
基
本
的
な
発
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

３

社
会
動
向
」
委
員
会
の
意
味

結
局
、
こ
の
委
員
会
は
一
六
〇
〇
ペ
ー
ジ
に
上
る
大
部
の
報
告
書
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
多
産
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
一
九
二
〇
年
代
の
社
会
科
学
を
主
導
し
て
き
た
人
々
の
間
で
生
じ
た
「
社
会
科
学
の
応
用
」
を
め

ぐ
る
亀
裂
に
よ
っ
て
、
一
九
二
〇
年
代
の
社
会
科
学
の
認
識
的
・
社
会
的
な
枠
組
は
緩
や
か
に
崩
壊
し
て
い
く
こ
と
に

22
）

な
る
。

一
九
二
〇
年
代
の
社
会
科
学
が
持
っ
て
い
た
内
的
な
困
難
を
改
め
て
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
九
二
〇
年
代
の
社
会
科
学
は
、
認
識
論
的
に
は
帰
納
的
な
経
験
主
義
に
依
拠
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
デ
ー
タ
の
蓄
積
を
十
分
に
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
法
則
な
り
傾
向
性
を
発
見
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て

23
）

い
た
。
し
か
し
、
デ
ー
タ
の
蓄
積
が
不
十

分
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
社
会
科
学
者
が
確
定
的
な
社
会
法
則
な
り
傾
向
性
に
到
達
し
得
な
い
場
合
に
は
、
社
会
科
学
者
は
い
か
な

る
態
度
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
オ
グ
バ
ー
ン
と
メ
リ
ア
ム
は
、
こ
う
し
た
未
完
成
の
社
会
科
学
的
な
知
識
が
、
な
ん
ら
か
意
味
を

社
会
的
に
持
ち
う
る
、
つ
ま
り
「
社
会
科
学
の
応
用
」
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
点
で
は
、
共
通
し
て
い
る
。

し
か
し
、
オ
グ
バ
ー
ン
は
、
そ
の
社
会
科
学
的
な
知
識
の
意
味
を
発
見
し
、
応
用
す
る
役
割
を
社
会
科
学
者
以
外
の
何
も
の
か
に
割

り
振
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
科
学
の
「
科
学
性
」
を
、
そ
れ
ゆ
え
政
治
的
な
中
立
性
を
維
持
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
。「
社
会
動
向
」
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委
員
会
の
報
告
で
多
用
さ
れ
る
「
事
実
発
見
」
と
い
う
言
葉
は
、
実
の
と
こ
ろ
そ
れ
ら
の
応
用
可
能
性
に
つ
い
て
の
議
論
を
社
会
科
学

者
の
手
か
ら
引
き
離
し
た
結
果
と
し
て
生
じ
る
デ
ー
タ
の
集
積
、
相
関
関
係
や
回
帰
関
係
の
多
量
の
集
積
に
他
な
ら
な
い
。
オ
グ
バ
ー

ン
自
身
の
後
年
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
知
識
の
集
積
（p

ile o
f k

n
o
w
led
g
e

）」
が
、
過
渡
期
の
社
会
科
学
の
実
態
と
な
ら
ざ
る
を
得

24
）

な
い
。
こ
う
し
た
デ
ー
タ
の
客
観
性
の
強
調
は
、
政
策
過
程
に
対
す
る
社
会
科
学
的
な
知
識
の
有
効
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
に
有
効
で

あ
る
一
方
で
、
社
会
科
学
の
独
自
の
論
理
を
放
棄
し
、
政
策
過
程
の
論
理
に
し
た
が
う
デ
ー
タ
処
理
の
技
術
の
提
供
者
に
な
る
危
険
を

は
ら
ん
で
い
る
、
と
い
う
批
判
を
浴
び
る
こ
と
に

25
）

な
る
。
他
方
、
メ
リ
ア
ム
の
方
向
は
、
同
じ
く
現
時
点
に
お
け
る
「
知
識
の
集
積
」

が
客
観
的
な
法
則
の
導
出
に
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
デ
ー
タ
の
取
捨
選
択
や
解
釈
を
行
う
こ
と
こ
そ
が
社
会
科
学

が
「
専
門
家
」
と
し
て
政
治
過
程
に
参
与
す
る
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
社
会
科
学
的
な
法
則
性
が
未
確
立
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
「
す
べ
て
の
人
を
満
足
」
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
科
学
者
の
解
釈
は
必
然
的
に
政
治
的
対
立
に
巻
き
込

ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
社
会
科
学
が
現
段
階
に
お
い
て
、
な
ん
ら
か
意
味
を
持
ち
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
然
的
に
政
治
的
な

対
立
の
中
に
社
会
科
学
が
お
か
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

社
会
科
学
的
な
知
識
は
、
社
会
を
外
在
的
に
観
察
す
る
知
識
と
し
て
政
府
の
政
策
的
な
知
識
と
の
競
合
関
係
に
立
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ
れ
が
政
策
過
程
の
論
理
と
は
異
な
る
論
理
に
立
つ
も
の
と
し
て
権
威
を
持
ち
う
る
か
否
か
は
、
そ
れ
自
体
論
証
す
る
必
要
の
あ
る
問

題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
権
威
を
支
え
る
「
科
学
性
」
と
「
自
律
性
」
が
背
反
し
合
う
条
件
に
お
か
れ
た
と
き
、「
科
学
性
」
を

重
視
す
る
立
場
と
「
自
律
性
」
を
重
視
す
る
立
場
に
分
解
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
の
社
会
科
学
構
想
は
、「
科
学
性
」

の
確
立
に
よ
る
社
会
科
学
的
知
識
の
「
専
門
的
権
威
」
の
確
立
と
い
う
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
の
課
題
が
、
い
か
に
実
現
困
難
で
あ
っ
た

か
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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＊
）

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
B
「
先
進
諸
国
の
経
済
政
策
形
成
に
お
け
る
専
門
性
の
役
割
（
課
題
番
号19330030

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一

部
で
あ
る
。

1
）

分
野
横
断
的
な
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
史
に
つ
い
て
は
、D

o
ro
th
y
 
R
o
ss,

T
h
e O

rigin
s of

 
A
m
erican

 
S
ocial S

cien
ce
,
C
a
m
b
rid
g
e U

P
.

1991

が
、
依
然
と
し
て
も
っ
と
も
基
本
的
な
視
点
を
提
供
し
て
い
る
。

２
）

M
a
ry O

.
F
u
rn
er,

A
d
vocacy an

d
 
O
bjectivity

:
A
 
C
risis in th

e P
rofession

alization of A
m
erican S

ocial S
cien

ces
,
1975,

p
.3.

し

た
が
っ
て
、「A

S
S
A

の
ア
マ
チ
ュ
ア
た
ち
は
、
社
会
科
学
的
な
デ
ー
タ
を
収
集
し
て
、
そ
れ
を
直
接
に
社
会
問
題
に
応
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
彼
ら
が
教
師
と
な
る
の
は
、
政
策
に
影
響
を
与
え
る
あ
ら
ゆ
る
方
策
が
無
に
帰
し
た
後
の
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。Ibid

.,
p
.4.

３
）

こ
こ
で
は
、
個
別
の
諸
分
野
に
つ
い
て
の
詳
し
い
言
及
は
行
わ
な
い
。
全
体
的
な
見
取
り
図
を
提
供
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、R

o
ss,

op.
cit.

お

よ
びP

eter T
.M

a
n
ica
s,
“T
h
e S

o
cia
l S
cien

ce D
iscip

lin
es
:
A
m
erica

n M
o
d
el”,

in W
a
g
n
er,

W
ittro

ck a
n
d W

h
itley

,
D
iscou

rse on
 

S
ociety

:
T
h
e S

h
apin

g of th
e S

ocial S
cien

ce D
isciplin

es
,
K
lu
w
er A

ca
d
em
ic,

1991,
p
p
.45

7

を
参
照
。
ま
た
、
社
会
学
に
つ
い
て
は
、

R
o
b
ert C

.B
a
n
n
ister,

S
ociology an

d
 
S
cien

tism
:
T
h
e A

m
erican Q

u
est for O

bjectivity,
1
8
8
0
1
9
4
0
,
C
h
a
p
el H

ill,
1987

、
政
治
学
に

関
し
て
は
、Jo

h
n G

.G
u
n
n
ell,

T
h
e D

escen
t of P

olitical T
h
eory

:
T
h
e G

en
ealogy of an A

m
erican V

ocation
,
C
h
ica
g
o U

P
,
1993

の

記
述
が
詳
し
い
。

４
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、「
戦
間
期
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
の
一
断
面
」、
政
治
思
想
史
学
会
編
、『
政
治
思
想
史
研
究
』、
第
六
号
、
六
一－

八
一

頁
、
二
〇
〇
六
年
を
参
照
。

５
）

同
上
。

６
）

こ
の
点
に
関
し
て
は
、R

o
b
ert C

.B
a
n
n
ister,

op.
cit.

を
参
照
。

７
）

こ
う
し
た
一
九
二
〇
年
代
の
社
会
科
学
に
お
け
る
「
応
用
」
へ
の
転
換
と
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
方
法
論
的
な
対
立
状
況
に
関
し
て
は
、M

a
rk
 
C
.

S
m
ith
,
S
ocial S

cien
ce in th

e C
ru
cible

:
T
h
e A

m
erican D

ebate O
ver O

bjectivity an
d P

u
rpose

,
1918

1941,
D
u
k
e U

n
iv
ersity P

ress,

1994.

特
に
、C

h
a
p
ter 2

お
よ
びC

h
a
p
ter 3

を
参
照
。

８
）

政
策
形
成
過
程
に
お
け
る
調
査
研
究
の
利
用
形
態
を
分
析
し
た
キ
ャ
ロ
ル
・
ヴ
ァ
イ
ス
は
、
調
査
研
究
の
結
果
が
、
政
策
過
程
に
投
入
さ
れ
る
に
際

し
て
、
デ
ー
タ
、
ア
イ
デ
ィ
ア
、
論
証
（a

rg
u
m
en
t

）
と
い
う
三
つ
の
形
態
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
後
述
す
る
ヴ
ッ
ト
ロ
ッ
ク
と
の
図
式
と
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も
関
係
す
る
が
、
調
査
結
果
が
デ
ー
タ
と
し
て
利
用
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
を
政
策
の
形
に
変
換
す
る
作
業
を
担
う
の
は
政
策
担
当
者
に
な
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
ア
イ
デ
ィ
ア
と
い
う
形
で
利
用
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
直
接
に
は
政
策
形
成
過
程
に
影
響
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
政
策
担
当
者
を
「
啓
蒙

す
る
」
こ
と
で
、
間
接
的
な
影
響
を
与
え
う
る
。
他
方
、「
論
証
」
と
し
て
の
利
用
と
は
、
あ
る
特
定
の
価
値
や
政
策
を
擁
護
す
る
た
め
に
調
査
研
究
が

利
用
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
こ
で
は
擁
護
し
よ
う
と
す
る
価
値
や
政
策
に
不
適
切
な
デ
ー
タ
は
、
体
系
的
に
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。C

a
ro
l H

irsh
o
n

 
W
eiss,

“P
o
licy

 
R
esea

rch
:
D
a
ta
,
Id
ea
s,
o
r A

rg
u
m
en
ts?”,

in
 
P
eter W

a
g
n
er,

C
a
ro
l H

.W
eiss,

B
jo
rn
 
W
ittro

ck
 
a
n
d
 
H
ellm

u
t

 
W
o
llm

a
n

ed
s.

）,S
ocial S

cien
ces an

d
 
M
od
ern S

tates
:
N
ation

al E
xperien

ces an
d
 
T
h
eoretical C

rossroad
s
,
C
a
m
b
rid
g
e U

P
.,
1991,

p
p
.307

332.

９
）

H
o
w
a
rd W

.
O
d
u
m
,
“N
o
tes o

n R
ecen

t T
ren

d
s in th

e A
p
p
lica

tio
n o

f th
e S

o
cia
l S
cien

ce”,
in S

ocial F
orces

,
V
o
l.
11,

N
o
.
4,

1933,
p
.485.

ま
た
、
こ
の
論
考
の
原
型
と
思
わ
れ
るO
d
u
m

の
草
稿“P

ro
ject 29

－
T
ren

d
s in

 
th
e
 
A
p
p
lica

tio
n
 
o
f S

o
cia
l S

cien
ces”,

O
gbu

rn
 
P
apers

,
F
o
l.
17

も
参
照
。

10
）

B
jo
rn W

ittro
ck
,
“S
o
cia
l K

n
o
w
led
g
e a

n
d P

u
b
lic P

o
licy

:
E
ig
h
t M

o
d
els o

f In
tera

ctio
n
”,
in W

a
g
n
er,

W
eiss,

W
ittro

ck a
n
d

 
W
o
llm

a
n

ed
s.

）,op.
cit.,

p
p
.336

341.

11
）

後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
対
立
は
、
大
統
領
委
員
会
に
お
い
て
も
常
に
意
識
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
そ
う
し
た
対
立
の
決
着

が
曖
昧
な
ま
ま
報
告
書
が
執
筆
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
大
統
領
委
員
会
、
あ
る
い
は
、
素
朴
経
験
主
義
グ
ル
ー
プ
内
部
の
「
応
用
」
を
め
ぐ
る

対
立
を
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ビ
ア
ー
ド
は
、
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。
オ
ダ
ム
の
論
説
が
掲
載
さ
れ
たS

ocial F
orces

誌
の
特
集
号
に
お
い
て
、
ビ
ア
ー
ド

は
、
報
告
書
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
動
向
（tren

d

）」
概
念
の
曖
昧
さ
を
指
揮
し
、
そ
う
し
た
曖
昧
さ
は
、
経
験
的
な
調
査
が
「
目
的
・
計
画
・
権
力

の
強
力
な
武
器
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
思
考
の
、
目
的
の
、
意
志
の
代
替
物
と
は
な
り
得
な
い
」
こ
と
に
由
来
す
る
と
し
て
、
そ
の
限
界
を
論
じ

て
い
る
。
ま
た
、T

h
e Y

ale L
aw
 
R
eview

誌
に
掲
載
さ
れ
た
書
評
で
は
大
統
領
報
告
書
が
「
経
験
的
方
法
の
来
る
べ
き
危
機
を
反
映
し
た
も
の
」
と

断
じ
て
い
る
。C

h
a
rles A

.B
ea
rd
,
“L
im
ita
tio
n
s to th

e A
p
p
lica

tio
n o

f S
o
cia
l S
cien

ce Im
p
lied in R

ecen
t S
o
cia
l T

ren
d
s,
in S

ocial
 

F
orces

,
V
o
l.
11,

N
o
.
4,
1933,

p
p
.505

510

お
よ
びId

.,
“F
a
ct,

O
p
in
io
n
,
a
n
d S

o
cia
l V

a
lu
es”,

in T
h
e Y

ale L
aw
 
R
eview

,
V
o
l.22,

1933,

p
p
.595

597

を
参
照
。

12
）

こ
の
委
員
会
の
活
動
の
概
要
に
つ
い
て
は
、B

a
rry

 
K
a
rl,

“P
resid

en
tia
l P

la
n
n
in
g
 
a
n
d
 
S
o
cia
l scien

ce
 
resea

rch
:
M
r.
H
o
o
v
er’s

 
E
x
p
erts”,

in P
erspectives in

 
A
m
erican

 
H
istory

,
V
o
l.
3,
p
p
.347

409,
1969

お
よ
びS

m
ith
,
op.

cit.,
p
p
.50

83

を
参
照
。
な
お
、
こ
の
委
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員
会
の
記
録
は
、
シ
カ
ゴ
大
学
特
別
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の

W
illiam

 
F
.
O
gbu

rn
 
P
apers

に
納
め
ら
れ
て
い
る
。

13
）

W
illia

m
 
F
.
O
g
b
u
rn
,
“M

em
o
ra
n
d
u
m
 
to th

e In
v
estig

a
to
rs fo

r T
h
e P

resid
en
t’s R

esea
rch C

o
m
m
ittee o

n S
o
cia
l T

ren
d
s F

eb
.

15,
1932”,

in O
gbu

rn
 
P
apers

,
F
o
l.5.

こ
の
方
法
に
関
す
る
メ
モ
は
、
22
ペ
ー
ジ
に
も
の
ぼ
る
き
わ
め
て
詳
細
な
も
の
で
あ
り
、
オ
グ
バ
ー
ン
の
方

法
論
が
明
快
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
の
分
析
は
別
稿
で
行
う
。

14
）

K
a
rl,

op.
cit.,

p
p
.389

390.

一
九
三
二
年
二
月
一
三
日
の
会
合
に
お
い
て
も
、
同
様
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
、
メ
リ
ア
ム
、
オ
グ
バ
ー
ン
、
オ

ダ
ム
、
ハ
ン
ト
に
よ
る
激
し
い
論
争
が
行
わ
れ
て
い
る
。“P

ro
ceed

in
g
s o
f M

eetin
g F

eb
.
13,

1932”,
O
gbu

rn
 
P
apers

,
F
o
l.14,

p
p
.319

331.

15
）

Ibid
.

16
）

K
a
rl,
op.

cit.,
p
p
.382

383,
389

391.
“H
u
n
t to O

g
b
u
rn
,
Ja
n
u
a
ry 27,

1930”,
O
gbu

rn
 
P
apers

,
F
o
l.3.

17
）

K
a
rl,
op.

cit.,
p
p
.389.

18
）

“P
ro
ceed

in
g
s o
f M

eetin
g
,
M
a
r 14,

1932”,
O
gbu

rn
 
P
apers

,
F
o
l.16,

p
p
.90

125.

19
）

S
m
ith
,
op.

cit.,
p
p
.72

75.

20
）

“M
em
o
ra
n
d
u
m
 
to In

v
estig

a
to
rs”,

op.
cit.,

p
.21.

21
）

“P
ro
ceed

in
g
s o
f M

eetin
g
,
Ju
n
e 20,

1932”,
O
gbu

rn
 
P
apers

,
F
o
l.3,

p
p
.41

43.

22
）

こ
う
し
た
社
会
科
学
と
政
治
の
枠
組
の
変
化
の
延
長
線
上
に
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
の
専
門
家
登
用
が
あ
る
。
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
に
お
け
る
社
会

科
学
構
想
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
が
、
そ
れ
は
二
〇
年
代
の
社
会
科
学
構
想
か
ら
の
断
絶
で
は
な
く
、
そ
の
内
部
に
胚
胎
し
た
問
題
状
況
に
も
起

因
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
が
本
稿
の
目
的
で
も
あ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、K

a
rl,
op.cit.,

p
p
.405

409

も
参
照
。

23
）

A
la
in D

esro
sieres,

“H
o
w
 
to M

a
k
e T

h
in
g
s W

h
ich H

o
ld T

o
g
eth

er
:
S
o
cia
l S
cien

ce,
S
ta
tistics a

n
d th

e S
ta
te”,

in W
a
g
n
er,

W
ittro

ck a
n
d W

h
itley

ed
s.

）,op.
cit.,

1991,
p
p
.195

218.

24
）

W
illia

m
 
O
g
b
u
rn
,
“T
h
e P

o
litica

l T
h
o
u
g
h
t o

f S
o
cia
l C

la
sses”,

P
olitical S

cien
ce Q

u
arterly

,
V
o
l.
31,

1916,
p
.310.

ま
た
、

B
a
n
n
ister,

op.
cit.,

p
p
.173

185

も
参
照
。

25
）

ビ
ア
ー
ド
は
、
こ
の
問
題
を
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。B

ea
rd
,
“L
im
ita
tio
n
”,
op.

cit.,
p
.510.
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