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問
題
の
所
在

　

二
〇
世
紀
後
半
の
社
会
学
に
お
い
て
、
理
論
形
成
と
社
会
調
査
を
統

合
す
る
こ
と
は
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
り
続
け
た
。
一
九
五
〇
年
代

か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
Ｒ
・
マ
ー
ト
ン
の
「
中
範
囲
の
理
論
」
の

構
想
は
そ
の
試
み
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、ミ
ル
ズ
が『
社

会
学
的
想
像
力
』（M

ills 1959

＝
一
九
六
五
）
に
お
い
て
と
も
に
批
判

し
た
誇
大
理
論
と
抽
象
化
さ
れ
た
経
験
主
義
、
及
び
両
者
の
相
互
に
排

他
的
な
関
係
は
存
在
し
続
け
て
お
り
、
彼
の
提
起
し
た
問
題
は
今
に
も

引
き
継
が
れ
て
い
る
。
社
会
学
に
お
い
て
理
論
と
調
査
の
関
係
は
、
い

ま
だ
良
好
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る
社
会
学
者

ゴ
ー
ル
ド
ソ
ー
プ
は
、（
北
米
と
西
欧
の
）
現
代
社
会
学
に
お
い
て
理

論
と
調
査
が
乖
離
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
現
状
を
問
題
視
し

て
い
る
（G

oldthorpe 2007: 2

）。
彼
は
そ
の
原
因
を
理
論
家
た
ち
の

調
査
研
究
へ
の
配
慮
の
欠
如
に
帰
し
て
い
る
が
、
一
概
に
そ
う
断
じ
る

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
理
論
と
調
査
の
関
係
が
良
好
で
は
な
い
一

方
、
両
者
の
交
流
の
重
要
性
自
体
は
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
自
覚
さ

れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
両
者
の
統
合
に
成
功
し
、
い
ま
だ
我
々
が
学
ぶ
こ
と
の

で
き
る
社
会
学
者
は
い
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ

ー
（
一
九
三
〇―

二
〇
〇
二
）
を
そ
の
よ
う
な
社
会
学
者
の
一
人
と
し

て
第
一
に
挙
げ
る
。
し
か
し
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
評

価
は
（
特
に
日
本
で
は
）
一
般
的
で
は
な
い
。
彼
に
関
し
て
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
内
外
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
独
自
の
理
論
枠
組
み
と
知
識
人
と
し

て
の
活
動
に
関
心
を
持
た
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
ブ
ル
デ
ュ
ー

が
尽
力
し
て
い
た
理
論
と
調
査
の
統
合
と
い
う
営
為
に
も
、
も
っ
と
関

心
が
持
た
れ
て
い
い
は
ず
で
あ
る
。

ブ
ル
デ
ュ
ー
に
お
け
る
界
概
念

―
―

理
論
と
調
査
の
媒
介
と
し
て―

―
磯 

直
樹
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そ
の
た
め
に
は
彼
が
い
か
な
る
社
会
理
論
を
形
成
し
た
の
か
を
知
る

こ
と
が
大
前
提
と
な
る
が
、
日
本
で
は
曲
解
と
誤
読
が
目
立
ち
、
そ
れ

が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い①
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
じ
る
要

因
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の

社
会
学
に
お
け
る
基
礎
概
念
の
紹
介
が
日
本
で
は
十
分
に
為
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
著
作
・
論
稿
を
内
在
的
に

読
み
解
く
上
で
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
概
念
が
少
な
く
と

も
三
つ
あ
る
が
、
そ
れ
は
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
・
資
本
・
界
の
概
念
で
あ
る②
。

日
本
で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
概
念
が
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
と
も
に
理
解
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
は
「
身
体
化
さ
れ
た
慣
習
性
」
と
い
っ
た
程
度
の
意

味
に
矮
小
化
さ
れ
、
そ
れ
が
社
会
的
世
界
を
構
成
す
る
た
め
の
基
礎
と

な
る
こ
と
は
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
理
由
は
ブ
ル

デ
ュ
ー
自
身
に
も
あ
り
、
特
に
界
概
念
に
つ
い
て
は
ま
と
ま
っ
た
形
で

体
系
的
に
論
じ
て
は
い
な
い
。
本
来
は
、
学
説
史
研
究
者
が
こ
の
よ
う

な
欠
陥
を
補
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
で
は
な
ぜ
か
そ
の
よ
う

な
実
践
は
為
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

ブ
ル
デ
ュ
ー
を
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
評
価
す
る
に
せ
よ
、
上
に
挙

げ
た
概
念
の
理
解
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
界
概
念
は
、
彼
の

業
績
に
特
別
な
関
心
を
持
た
な
い
限
り
は
分
か
り
づ
ら
く
な
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
学
説
史
的
な
整
理
が
必
要
で
あ

る
。
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
誤
読
の
多
く
は
、
こ
の
界

概
念
の
無
理
解
に
起
因
し
て
い
る
。
資
本
概
念
は
界
概
念
と
分
か
ち
が

た
く
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
日
本
で
は
こ
の
点
が
理
解
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
し
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
誤
解
も
、
界
概
念

と
の
関
係
を
捉
え
損
な
う
こ
と
か
ら
生
じ
や
す
い
。以
上
の
点
を
鑑
み
、

本
稿
で
は
界
概
念
に
焦
点
を
当
て
て
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
社
会
理
論
の
一
端

を
示
し
つ
つ
、
彼
が
理
論
と
調
査
を
ど
の
よ
う
に
媒
介
し
よ
う
と
試
み

た
の
か
を
考
察
し
て
い
く③
。

一　

ブ
ル
デ
ュ
ー
社
会
学
に
お
け
る
基
礎
概
念―

―

界
概
念
を
中
心
に

一
・
一　

界
概
念
と
は
何
か

　
「
界
」
と
は
フ
ラ
ン
ス
語
でcham

p

、
英
語
でfield

に
相
当
す
る

語
で
あ
り
、物
理
学
で
は
一
般
的
に
「
場
」
と
訳
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。

ブ
ル
デ
ュ
ー
自
身
も
、
当
初
は
物
理
学
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
こ
の
概
念

を
考
え
て
い
た
。
私
は
訳
語
に
「
場
」
で
は
な
く
「
界
」
を
選
ぶ
が
、

そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
同
概
念
に
は
「
境

界
」
を
有
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
「
場
」
よ
り
も

「
界
」
と
い
う
語
の
方
が
よ
く
表
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

物
理
学
で
も
か
つ
て
はcham

p

（field

）
の
訳
語
と
し
て
「
界
」
が

採
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
ち
ら
の
訳
語
を
選
択
し
て
も
従

来
の
用
語
法
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。

　

ブ
ル
デ
ュ
ー
自
身
の
界
概
念
の
定
義
に
は
、
例
え
ば
以
下
の
Ｌ
・
ヴ

ァ
カ
ン
と
の
対
話
形
式
の
著
作
で
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
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﹇
界
と
は
﹈
位
置
あ
る
い
は
地
位
間
の
客
観
的
な
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
な
い
し
は
配
置
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
ら
の
存
在
及
び
（
そ
の
在

住
者
＝
占
有
者
、
行
為
者
あ
る
い
は
機
関
に
対
し
て
）
そ
れ
ら
が
押

し
付
け
る
決
定
の
中
で
、次
の
よ
う
な
構
造
内
に
お
け
る
目
下
の（
あ

る
い
は
潜
在
的
な
）
状
態
に
よ
っ
て
﹇
界
は
﹈
客
観
的
に
定
義
さ
れ

ま
す
。
つ
ま
り
、
他
の
位
置
あ
る
い
は
地
位
（
支
配
、
服
従
、
相
同

性
な
ど
）
の
客
観
的
関
係
と
同
様
に
、
界
の
上
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る

特
定
の
諸
利
益
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
操
作
す
る
よ
う
な
類
の
力
（
あ
る

い
は
資
本
）
の
分
配
構
造
の
中
に
お
い
て
で
す
。

 

（B
ourdieu &

 W
acquant 1992

＝
二
〇
〇
七：

一
三
一
）

　

お
そ
ら
く
、
こ
う
説
明
さ
れ
て
も
大
抵
の
人
は
何
の
こ
と
だ
か
分
か

ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
界
概
念
の
整
理
は
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
研
究
者
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
一
人
Ｄ
・
ス
ワ
ー
ツ
に
よ
る

界
概
念
の
整
理
を
参
考
に
し
て
み
よ
う
。
彼
は
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
関
連
著

作
を
参
照
し
な
が
ら
、
以
下
の
四
点
に
よ
り
界
概
念
の
特
性
を
整
理
し

て
い
る
（Sw

artz 1997: 122- 6

）。

（
一
）
界
は
価
値
を
付
与
さ
れ
た
資
源
の
制
御
を
め
ぐ
る
闘
争
の
場

で
あ
る
。
ま
た
、界
と
は
正
当
化
の
闘
争
の
た
め
の
場
で
も
あ
る
。

界
に
お
け
る
闘
争
は
資
本
の
特
定
の
形
態
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ

る
た
め
、
各
々
の
界
に
お
い
て
力
を
も
つ
資
本
を
ど
れ
だ
け
有
し

て
い
る
か
が
、
闘
争
の
結
果
（
あ
る
い
は
経
過
）
を
左
右
す
る
要

因
と
な
る
。

（
二
）
界
と
は
、
資
本
の
総
量
と
形
態
に
基
づ
く
支
配
的
あ
る
い
は

従
属
的
な
位
置
＝
地
位
の
構
造
的
空
間
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
資
本

は
闘
争
の
賭
け
金
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
界
内
部
に
お
け
る
行
為

者
の
位
置
関
係
を
規
定
す
る
要
素
で
も
あ
る
。

（
三
）
そ
れ
ぞ
れ
の
界
は
、
ア
ク
タ
ー
に
特
定
の
形
態
の
闘
争
を
行

わ
せ
る
。
界
の
内
部
に
は
ル
ー
ル
が
存
在
し
、
界
の
中
へ
参
入
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ル
ー
ル
に
従
う
こ
と
を
暗
黙
裡
に
認
め

る
こ
と
で
あ
る
。
各
界
に
固
有
の
ル
ー
ル
を
学
習
し
て
い
な
い
行

為
者
は
、
闘
争
を
有
利
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
四
）
諸
々
の
界
は
そ
れ
ら
に
固
有
の
内
的
な
発
展
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
よ
っ
て
有
意
な
範
囲
と
し
て
構
造
化
さ
れ
、
境
界
を
有
す
る
よ

う
に
な
る
。
そ
し
て
、
外
的
な
環
境
か
ら
は
相
対
的
自
律
性
を
確

保
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ス
ワ
ー
ツ
の
整
理
は
、
一
九
七
九
年
の
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
』

以
降
の
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
著
作
を
読
み
解
く
上
で
的
確
な
も
の
で
あ
る
。

界
概
念
は
一
九
六
六
年
の
論
文
で
初
め
て
用
い
ら
れ
た
が
、
そ
の
後

一
九
七
九
年
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
』
を
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
少

し
ず
つ
発
展
（
な
い
し
は
変
容
）
を
遂
げ
て
い
く
。
界
概
念
な
ど
の
ブ

ル
デ
ュ
ー
の
基
礎
概
念
は
、そ
の
用
語
法
が
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
』

以
前
に
は
あ
ま
り
安
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
よ
く
自
覚
し
て
読
ま

な
い
と
、
我
々
は
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
著
作
を
誤
読
す
る
こ
と
に
な
る④
。
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と
こ
ろ
で
、
ラ
イ
ー
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
界
概
念
の
意
義
は
ブ

ル
デ
ュ
ー
の
プ
ラ
テ
ィ
ク⑤
理
論
と
の
関
係
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

（L
ahire 2001

）。
こ
の
理
論
は
、
一
九
七
二
年
の
『
プ
ラ
テ
ィ
ク
理
論

の
概
要
』
で
初
期
構
想
が
示
さ
れ
、
一
九
八
〇
年
の
『
実
践
（
的
）
感

覚
』
に
お
い
て
一
つ
の
完
成
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
流
れ
の

中
に
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
』
を
位
置
付
け
る
場
合
、
あ
る
意
味
で

は
過
渡
期
の
著
作
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
が

一
九
七
〇
年
代
に
精
力
を
注
い
で
発
展
に
努
め
た
三
つ
の
基
礎
概
念
が

プ
ラ
テ
ィ
ク
理
論
の
名
の
下
に
初
め
て
統
合
さ
れ
、
経
験
科
学
の
理
論

と
し
て
そ
れ
を
位
置
付
け
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
同
書
は
最
も
重

要
な
著
作
で
あ
る
。

　
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
』
に
お
い
て
、
プ
ラ
テ
ィ
ク
理
論
の
公
式

と
し
て
次
の
よ
う
な
公
式
が
提
起
さ
れ
る
（1979
＝
一
九
九
〇
Ⅰ：

一
五
九
）。

〔（
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
）（
資
本
）〕
＋
界
＝
プ
ラ
テ
ィ
ク

　

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
有
り
様
に
よ
っ
て
資
本
の
持
つ
効
果
が
変
わ
り
、
そ

の
効
果
は
各
々
の
界
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
概
念
に

よ
っ
て
表
さ
れ
る
社
会
関
係
の
顕
現
し
た
も
の
が
プ
ラ
テ
ィ
ク
で
あ

る
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
界
と
資
本
・
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
両
概
念
の
関
係

を
考
察
し
て
み
よ
う
。

一
・
二　

界
概
念
と
資
本
概
念

　

日
本
に
お
け
る
ブ
ル
デ
ュ
ー
受
容
の
過
程
で
、「
文
化
資
本
」
は
「
ハ

ビ
ト
ゥ
ス
」
と
並
ん
で
最
も
人
口
に
膾
炙
し
た
概
念
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
「
文
化
資
本
」
概
念
が
「
教
養
」
や
学
歴
の
理
念
型
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
ぜ
か

を
説
明
す
る
に
は
、
資
本
概
念
を
界
概
念
と
と
も
に
論
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
ず
は
資
本
概
念
の
定
義
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

資
本
と
は
（
物
質
化
し
た
形
態
で
あ
れ
、「
編
入
し
」
具
現
化
さ

れ
た
形
態
で
あ
れ
）
蓄
積
さ
れ
た
労
働
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

行
為
者
や
行
為
者
の
諸
集
団
に
よ
っ
て
私
的
＝
排
他
的
な
基
本
原
理

の
上
に
成
り
立
つ
と
き
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
現
実
化
あ
る
い
は
生

き
た
労
働
と
い
う
形
態
と
し
て
社
会
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
領
有
さ
せ

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
れ
は
生
得
的
な
能
力
（vis in

sita

）

と
い
う
客
観
的
あ
る
い
は
主
観
的
に
刻
み
込
ま
れ
た
力
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
社
会
的
世
界
に
内
在
す
る
規
則
性
の
基
礎
を
な
す
よ
う
な

原
理
＝
生
来
の
法
（lex

 in
sita

）
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
の
ゲ

ー
ム
（
特
に
経
済
の
ゲ
ー
ム
）
を
、
そ
の
時
々
に
奇
跡
の
可
能
性
を

提
供
す
る
よ
う
な
単
純
な
ゲ
ー
ム
（
例
え
ば
ギ
ャ
ン
ブ
ル
）
と
は
違

っ
た
、
別
の
何
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

（B
ourdieu 1983=

2001: 96

）

　

こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
資
本
は
、
蓄
積
さ
れ
る
の
に
時
間
を
要
す
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る
。
そ
れ
は
も
の
の
客
観
性
に
刻
み
込
ま
れ
た
力
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
行
為
者
に
対
し
て
異
な
る
（
不
）
可
能
性
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
。

資
本
は
し
た
が
っ
て
、
客
観
性
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。

ブ
ル
デ
ュ
ー
は
資
本
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
機
能
す
る
界
に
よ
っ
て
顕
れ

か
た
は
違
う
も
の
の
、
基
本
的
に
は
三
つ
の
形
態
が
考
え
ら
れ
る
と
い

う
（B

ourdieu 1983=
2001: 98

）。
そ
れ
ら
は
、経
済
資
本
、文
化
資
本
、

社
会
関
係
資
本
で
あ
る
。
こ
れ
に
や
や
特
殊
な
形
態
と
し
て
象
徴
資
本

が
加
わ
る
た
め
、
資
本
概
念
の
理
念
型
は
四
種
類
あ
る
こ
と
に
な
る
。

ブ
ル
デ
ュ
ー
が
こ
の
よ
う
な
整
理
を
行
っ
た
の
は
一
九
八
三
年
の
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
後
の
彼
は
資
本
の
種
類
を
さ
ら
に
増
や
し
て
い
く
。

　

こ
の
理
由
は
端
的
に
、
資
本
概
念
と
界
概
念
の
関
係
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
資
本
の
形
態
や
構
成
物
は
「
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で

あ
る
要
因
が
前
面
に
出
て
き
て
そ
れ
ぞ
れ
の
界
ご
と
に
変
化
す
る
も

の
」（B

ourdieu 1979

＝
一
九
九
〇
Ⅰ：

一
七
六―

七
）
で
あ
り
、「
資

本
は
界
と
の
関
係
な
く
し
て
は
存
在
す
る
こ
と
も
機
能
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
」（B

ourdieu &
 W

acquant 1992

＝
二
〇
〇
七：

一
三
七
）
か

ら
で
あ
る
。
例
え
ば
「
文
化
資
本
」、
こ
れ
は
理
念
的
に
図
式
化
を
行
っ

た
際
に
仮
想
的
に
可
能
と
な
る
資
本
概
念
の
一
類
型
化
で
あ
る
。
日
本
で

は
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
文
化
資
本
と
は
何
か
と
問
う
こ
と
に
は

あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
あ
る
「
文
化
資
本
」
を
資
本

な
ら
し
め
る
界
の
特
性
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
特
定
の

「
教
養
」
や
趣
味
を
資
本
な
ら
し
め
る
界
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ

ら
は
も
は
や
「
文
化
資
本
」
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
学
歴
が
自
動
的

に
「
文
化
資
本
」
に
分
類
さ
れ
た
り
、
同
様
に
不
動
産
の
所
有
が
「
経

済
資
本
」
に
分
類
さ
れ
た
り
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
各
々
の
界
の
特
性

に
よ
っ
て
学
歴
や
不
動
産
の
持
つ
意
味
は
異
な
る
た
め
、
前
者
が
社
会

関
係
資
本
と
な
っ
た
り
、
後
者
が
象
徴
資
本
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は

あ
り
得
る
。
さ
ら
に
、
両
者
が
資
本
で
な
く
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
に
と
っ
て
、
資
本
の
前
に
く
る
修
飾
語
は
何

で
も
構
わ
な
い
。
便
宜
的
に
「
経
済
資
本
」「
文
化
資
本
」
と
呼
ん
で

い
る
だ
け
で
あ
り
、根
本
的
に
重
要
な
の
は
む
し
ろ
界
の
特
性
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
一
九
七
〇
年
刊
の
『
再
生
産
』
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ

う
な
用
語
法
は
ま
だ
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
界
概
念
と
同
様
、
資
本
概

念
も
七
〇
年
代
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。だ
か
ら
、

『
再
生
産
』
と
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
』
と
の
間
に
は
、「
資
本
」
と

い
う
語
の
質
的
な
差
異
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
者
に
お
い
て

は
そ
も
そ
も
界
概
念
が
理
論
的
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、後
者（
及

び
そ
れ
以
降
の
著
作
）
に
な
る
と
、
資
本
は
界
な
し
に
は
存
在
し
え
な

く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
・
三　

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
と
界
の
内
と
外

　

次
に
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
こ
の
概
念
に
つ

い
て
は
『
実
践
（
的
）
感
覚
』（1980

＝
一
九
八
八
・
一
九
九
〇
）
と
『
パ

ス
カ
ル
的
省
察
』（1997

）等
を
詳
細
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

そ
の
展
開
を
踏
ま
え
て
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
断
片
的
に
語
っ
た
ハ
ビ
ト
ゥ
ス

論
を
再
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
概
念
に
つ
い
て
数
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行
で
要
約
を
行
う
こ
と
は
不
要
な
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
に
も
な
り

か
ね
な
い
が
、
本
稿
に
お
け
る
議
論
に
最
低
限
必
要
な
範
囲
で
説
明
す

る
こ
と
に
す
る
。
通
俗
的
に
理
解
さ
れ
た
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
と
は
、
習

慣
化
さ
れ
た
振
る
舞
い
と
心
的
傾
向
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
程
度
の
こ
と
を
示
し
た
い
な
ら
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
カ
タ
カ

ナ
語
を
持
ち
込
む
必
要
な
い
だ
ろ
う
。
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
は
社
会
的
世
界

に
つ
い
て
の
見
方vision
で
あ
る
と
同
時
に
区
分division

の
原
理

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が
社
会
的
世
界
を
構
成
す
る
と
い

う
点
が
強
調
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
の
意
味
内
容
を
（
再
）
確
認
す
る
た
め
に
、
ま
ず

は
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
』
に
お
け
る
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
を
み
て
み

よ
う
（
訳
文
は
筆
者
に
よ
り
適
宜
修
正
）。
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
は
「
身
体

化
さ
れ
た
必
然
、
つ
ま
り
道
理
に
か
な
っ
た
慣
習
行
動
を
生
成
し
、
ま

た
こ
う
し
て
生
み
出
さ
れ
た
慣
習
行
動
に
意
味
を
与
え
る
こ
と
の
で
き

る
知
覚
を
生
成
す
る
性
向
へ
と
転
換
さ
れ
た
必
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ

え
全
般
的
で
あ
り
か
つ
他
の
分
野
に
転
移
可
能
な
性
向
と
し
て
、
現
に

所
有
さ
れ
て
い
る
諸
特
性
の
習
得
条
件
に
固
有
の
必
然
性
を
、
直
接
の

獲
得
さ
れ
て
き
た
も
の
の
範
囲
を
越
え
て
、
体
系
的
か
つ
普
遍
的
に
適

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
」（B

ourdieu 1979

＝
一
九
九
〇
Ⅰ：

二
六
一
）。
ま
た
、「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
構
造
化
す
る
構
造
、

つ
ま
り
慣
習
行
動
お
よ
び
こ
れ
の
知
覚
を
組
織
す
る
構
造
で
あ
る
と
同

時
に
、
構
造
化
さ
れ
た
構
造
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
論
理
学
的
類
概

念
に
よ
る
分
割
原
理
は
社
会
的
世
界
の
知
覚
を
組
織
す
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
自
体
も
社
会
階
級classes sociales

に
よ
る
分
割
が
身
体
化
さ

れ
た
帰
結
な
の
で
あ
る
」（B

ourdieu 1979

＝
一
九
九
〇
Ⅰ：

二
六
三
）。

　
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
』
の
翌
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
実
践
（
的
）

感
覚
』
で
は
、ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
は
以
下
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
は
、
持
続
性
を
も
ち
移
調
が
可
能
な
心
的
諸
傾
向
の

体
系
で
あ
り
、
構
造
化
す
る
構
造
と
し
て
、
つ
ま
り
実
践
と
表
象
＝
代

表
の
産
出
・
組
織
の
原
理
と
し
て
機
能
す
る
素
性
を
も
っ
た
構
造
化
さ

れ
た
構
造
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
実
践
と
表
象
と
は
、
そ
れ
ら
が
向
か
う

目
標
に
客
観
的
に
適
応
さ
せ
ら
れ
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
目
的

の
意
識
的
な
志
向
や
、
当
の
目
的
に
達
す
る
た
め
に
必
要
な
操
作
を
明

白
な
形
で
会
得
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
は
い
な
い
。
実
践
と
表

象
＝
代
表
は
ま
た
、
客
観
的
に
規
定
さ
れ
、
規
則
で
あ
り
う
る
。
こ
れ

ら
は
し
か
し
、
い
か
な
る
規
則
へ
の
従
属
の
産
物
で
も
な
く
、
ま
た
指

揮
者
の
組
織
行
動
の
産
物
で
も
な
い
ま
ま
、
集
合
的
に
組
織
化

orchestré

さ
れ
る
」（B

ourdieu 1980

＝
一
九
八
八：

八
三―

四
）。

　

同
じ
こ
と
を
別
の
表
現
で
言
い
換
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
も
い
え
よ

う
。﹇

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
は
﹈
社
会
的
な
る
も
の
が
、
身
体
に
刻
み
込
ま
れ
、

思
考
や
関
わ
り
あ
い
、
諸
個
人
の
振
る
舞
い
の
様
式
を
構
造
化
す
る

と
い
う
事
実
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
諸
帰
結
を
対
象
と
し
た
概
念
で
あ

る
。〔
省
略
〕
生
物
学
的
な
身
体
は
社
会
的
に
構
造
化
さ
れ
る
一
方
、

社
会
的
世
界
を
構
造
化
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
人
と
は
同
時
に
集
合
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体
で
も
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
は
社
会
化
さ
れ
た
主

体
（
観
）
性
で
あ
り
、
開
か
れ
た
心
的
諸
傾
向
の
体
系
で
あ
る
。
ま

た
、
新
し
い
経
験
に
止
む
こ
と
な
く
直
面
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
に
よ

る
影
響
を
絶
え
ず
被
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

 

（C
ham

pagne &
 C

hristin 2004: 226

）

　

こ
の
よ
う
な
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
は
、
界
概
念
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
界
は
、
特
定
の
形
式
の
力
（
あ
る
い
は
資
本
）
の

な
か
に
錨
を
下
ろ
し
て
い
る
位
置
＝
配
置
の
間
に
あ
る
歴
史
的
な
客
観

的
諸
関
係
の
全
体
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
個
人
の
身

体
の
な
か
に
認
知
、
評
価
、
行
為
の
精
神
的
図
式
と
身
体
図
式
を
と
る

形
で
「
蓄
え
ら
れ
た
」
歴
史
的
諸
関
係
の
集
合
と
い
う
形
を
と
っ
て
い

る
（B

ourdieu &
 W

acquant 1992

＝
二
〇
〇
七：
三
六
）。
誤
解
を
恐

れ
ず
に
単
純
化
す
る
な
ら
ば
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
界
の
関
係
は
、
界
の
内

と
外
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
整
理
で
き
る
。

　

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
特
定
の
界
の
中
に
お
い
て
、
そ
の
規
則
と
特
性
の
作

用
を
受
け
続
け
る
。
一
方
で
、
あ
る
界
に
お
い
て
行
為
者
が
ど
の
よ
う

に
振
る
舞
う
か
は
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
作
用
に
大
き
く
依
存
す
る
の
で
あ

る
。
界
に
お
け
る
行
為
者
の
客
観
的
な
位
置
関
係
は
資
本
の
種
類
と
総

量
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
が
、
実
際
に
界
の
中
で
ど
の
よ
う
に
闘
争
や

ゲ
ー
ム
を
行
え
る
か
は
、
ど
の
よ
う
な
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
有
し
て
い
る
か

に
よ
っ
て
異
な
る
。
こ
れ
が
、
界
の
内
部
と
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
関
係
で
あ

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
あ
る
社
会
に
お
い
て
、
い
く
つ
の
界
が
存
在
し
得
る
の

だ
ろ
う
か
。
理
念
的
に
は
、
無
数
で
あ
る
。
こ
こ
で
直
ち
に
次
の
よ
う

な
疑
問
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
、
界
概
念
に

よ
っ
て
（
小
文
字
の
）
社
会society

を
増
殖
さ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
身
に
都
合
の
い
い
よ
う
に
社
会
を
切
り
取
っ

て
、研
究
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
演
出
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
。

こ
の
よ
う
な
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
、
界
の
外
側
と
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の

関
係
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
、
複
数
の
界
を
取
り
結
び
、
諸
々
の
界
の
特
性
に
よ

っ
て
見
え
に
く
く
な
る
全
体
社
会
の
輪
郭
を
顕
す
役
割
を
担
っ
て
い

る
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
に
と
っ
て
、
異
な
る
領
域
に
お
け
る
実
践

pratique

を
統
合
す
る
原
理
は
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
以
外
に
は
あ
り
得
な

い
。
こ
れ
は
、
諸
々
の
界
の
接
合
の
実
践
的
顕
現
の
中
心
で
あ
る

（B
ourdieu 1977: 83

）。
彼
は
、「
相
同
性
」
や
「
選
択
的
親
和
性⑥
」
と

い
っ
た
表
現
を
用
い
て
、
界
の
外
部
と
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
関
係
を
理
論
的

に
捉
え
よ
う
と
す
る⑦
。
た
と
え
ば
、『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
』
の
中

の
以
下
の
一
文
は
、
諸
々
の
界
の
領
域
を
超
え
た
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
働
き

を
示
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
生
成
図
式
は
た
だ
移
動
さ
え
す
れ
ば
実
践
の
き
わ
め

て
多
様
な
領
域
に
適
用
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に

置
い
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
多
様
な
領
域
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
階

級
＝
分
類
に
結
び
つ
い
て
い
る
実
践
や
財
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
状
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態
の
間
の
客
観
的
対
立
空
間
と
す
べ
て
相
同
で
あ
る
が
ゆ
え
に
た
が

い
に
ま
っ
た
く
相
同
で
あ
る
よ
う
な
、
い
く
つ
か
の
対
立
構
造
に
し

た
が
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

 

（B
ourdieu 1979

＝
一
九
九
〇
Ⅰ：

二
六
八―

九
）。

　

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
、
必
ず
し
も
界
の
内
部
だ
け
で
機
能
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
一
方
で
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
は
、
界
概
念
と
の
関
係
の
一
端
を

み
て
も
十
分
に
複
雑
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
エ
ー
ト
ス
概
念
や
唯
物

論
的
階
級
論
と
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
を
隔
て
る
の
は
、
界

概
念
の
存
在
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
同
時
に
、
界
概
念
に
意
義
が
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
の
存
在
が
大
き
い
。
ハ

ビ
ト
ゥ
ス
概
念
を
通
じ
て
、
界
内
部
の
動
態
性
を
理
論
的
に
分
析
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
し
、
マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
複
数
の
界
を
鳥
瞰
す
る

こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

二　

界
概
念
に
み
る
理
論
と
調
査
の
媒
介

　

カ
ン
ト
を
敷
衍
し
て
、「
理
論
な
き
調
査
は
盲
目
で
あ
り
、
調
査
な

き
理
論
は
空
虚
で
あ
る
」（B

ourdieu &
 W

acquant 1992

＝

二
〇
〇
七：

二
〇
九
）
と
述
べ
る
ブ
ル
デ
ュ
ー
に
と
っ
て
、
彼
の
社
会

学
に
お
け
る
基
礎
概
念
は
当
然
な
が
ら
理
論
と
調
査
を
媒
介
す
る
も
の

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、界
概
念
の
特
徴
に
焦
点
を
当
て
、

彼
が
ど
の
よ
う
に
理
論
と
調
査
を
媒
介
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
考
察
し

て
み
た
い
。
社
会
調
査
に
有
用
で
な
い
概
念
と
理
論
枠
組
み
に
対
し
て

は
、
ブ
ル
ー
マ
ー
が
「
感
受
概
念
」
を
通
じ
て
既
に
重
要
な
論
点
を
提

起
し
て
い
る
。
内
田
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
ブ
ル
ー
マ
ー
の
感
受
概
念

に
つ
い
て
は
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
を
中
心
に
数
多
の
議
論
が
提
出
さ

れ
て
き
た
（
内
田 

二
〇
〇
三：

五
九
）。
ま
た
、
ミ
ル
ズ
（M

ills: 1959

＝
一
九
六
五
）
の
議
論
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
社
会

学
に
お
い
て
理
論
研
究
と
調
査
方
法
論
が
と
も
に
高
水
準
に
発
展
さ
せ

ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ミ
ル
ズ
が
提
起
し
た
問
題
（
こ
こ

で
は
理
論
と
調
査
の
関
係
）
は
、
基
本
的
な
論
点
に
お
い
て
今
日
で
も

変
わ
ら
ず
重
要
で
あ
り
続
け
て
い
る⑧
。
こ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
省
察

さ
れ
た
ブ
ル
ー
マ
ー
の
議
論
は
、
今
な
お
検
討
に
値
す
る
。
そ
こ
で
、

以
下
で
は
彼
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
彼
の
問
題
提
起

を
乗
り
越
え
て
い
る
か
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

二
・
一　

ブ
ル
ー
マ
ー
の
問
題
提
起
と
し
て
の
感
受
概
念

　

ブ
ル
ー
マ
ー
は
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
相
互
作
用
論
の
方
法
論
的
立
場
を

次
の
よ
う
に
命
令
法
で
要
約
す
る
。「
経
験
的
世
界
の
性
質
を
尊
重
し
、

そ
の
尊
重
を
反
映
す
る
よ
う
な
方
法
論
的
ス
タ
ン
ス
を
作
り
出
せ
」

（B
lum

er 1969

＝
一
九
九
一：

七
六
）。
こ
う
言
っ
て
し
ま
え
ば
単
純
に

聞
こ
え
る
が
、
彼
の
議
論
は
決
し
て
単
純
で
は
な
い
。
彼
が
批
判
す
る

の
は
、「
経
験
的
世
界
の
す
べ
て
を
、
そ
の
世
界
の
一
部
の
た
め
に
作

り
出
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
図
式
に
む
り
や
り
適
合
さ
せ
る
こ
と
」で
あ
り
、

こ
れ
は
「
哲
学
的
な
教
条
化
で
あ
っ
て
、
真
正
の
経
験
科
学
の
ア
プ
ロ
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ー
チ
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
る
（
同
書：

三
〇
）。
一
方

で
彼
は
、瑣
末
に
経
験
的
世
界
を
記
述
す
る
こ
と
に
は
批
判
的
で
あ
り
、

実
証
し
や
す
い
よ
う
に
研
究
対
象
を
断
片
化
す
る
こ
と
に
も
批
判
的
で

あ
る
。「
習
慣
的
に
使
用
さ
れ
る
四
つ
の
手
段
、
つ
ま
り
、
科
学
的
な

標
準
的
手
続
き
を
採
用
す
る
こ
と
、
再
試
を
行
う
こ
と
、
仮
説
の
検
証
、

そ
し
て
操
作
手
続
き
の
使
用
は
、
真
正
の
経
験
的
社
会
科
学
が
要
求
す

る
経
験
的
な
適
切
性
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
」（
同
書：

四
一
）。
つ

ま
り
、
恣
意
的
に
研
究
対
象
を
断
片
化
し
て
も
、
そ
の
ご
く
限
ら
れ
た

範
囲
の
記
述
に
し
か
な
ら
ず
、
こ
れ
を
よ
り
広
い
文
脈
に
一
般
化
し
直

す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
操
作
主
義
を

「
哲
学
的
教
条
化
」
と
と
も
に
避
け
る
た
め
に
、「
研
究
さ
れ
て
い
る
経

験
的
世
界
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
像
ま
た
は
図
式
を
持
ち
、
そ
れ
を

使
用
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
、経
験
的
世
界
の
ど
ん
な
研
究
に
と
っ
て
も
、

不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
」
と
い
う
（
同
書：

七
六
）。
そ
し
て
、「
科
学

的
な
探
求
行
為
の
全
体
を
通
し
て
、概
念
は
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
。

そ
れ
は
、
研
究
者
が
経
験
的
世
界
に
つ
い
て
持
つ
先
行
図
式
の
重
要
な

要
素
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
（
同
書：

三
一―

二
）。

　

以
上
の
よ
う
な
ブ
ル
ー
マ
ー
の
問
題
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
の
が
、
一
九
五
三
年
の
ア
メ
リ
カ
社
会
学
会
に
お
い
て
提
起
さ

れ
た
感
受
概
念（sensitizing concept

）で
あ
る
。
ブ
ル
ー
マ
ー
は
、「
本

質
的
に
は
も
の
ご
と
を
感
受
す
る
た
め
の
道
具
」
と
し
て
の
概
念
を
感

受
概
念
と
よ
び
、
こ
れ
を
確
定
的
概
念
（definitive concept

）
の
対

極
に
置
く
（
同
書：

一
九
一
）。
後
者
は
、
属
性
も
し
く
は
固
定
さ
れ
た

基
準
尺
度
に
関
す
る
明
確
な
定
義
に
よ
っ
て
、
対
象
の
類
に
共
通
す
る

性
質
を
精
密
に
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
確
定
的
概
念
が
、
何
を
見
る

か
に
つ
い
て
の
指
示
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
感
受
概
念

は
、
単
に
、
ど
の
方
向
で
見
る
か
を
示
唆
す
る
に
す
ぎ
な
い
（
同
書：

一
九
二
）。
前
者
は
固
定
的
か
つ
厳
密
に
定
義
さ
れ
て
用
い
ら
れ
る
概

念
で
あ
り
、
後
者
は
対
象
の
特
性
に
応
じ
て
柔
軟
に
定
義
さ
れ
て
用
い

ら
れ
る
概
念
で
あ
る
。
こ
の
感
受
概
念
は
、
単
に
曖
昧
な
概
念
な
の
で

は
な
く
、
対
象
を
記
述
す
る
上
で
の
戦
略
と
し
て
求
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
確
定
的
概
念
も
「
哲
学
的
教
条
化
」
も
、
経
験
的
世
界
を
軽
視

し
た
机
上
の
空
論
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て

い
る
。
経
験
科
学
が
こ
の
種
の
議
論
か
ら
免
れ
る
た
め
の
一
つ
の
方
法

と
し
て
、
ブ
ル
ー
マ
ー
は
感
受
概
念
を
提
起
し
た
。

　

彼
は
社
会
理
論
の
基
本
的
な
困
難
を
、
概
念
の
曖
昧
さ
に
起
因
す
る

経
験
的
世
界
と
の
接
点
の
欠
如
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
（
同
書：

一
九
七―

八
）。
こ
れ
は
社
会
理
論
と
い
う
よ
り
、
理
論
と
調
査
の
統
合

を
め
ぐ
る
問
題
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ブ
ル
ー
マ
ー
は
、
そ
の
困

難
を
解
決
す
る
策
と
し
て
、
確
定
的
概
念
と
感
受
概
念
の
二
つ
を
挙
げ

る
が
、
両
者
と
も
に
限
界
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
前
者
に
よ

っ
て
は
、
現
実
の
社
会
事
象
の
多
く
が
概
念
に
よ
っ
て
切
り
捨
て
ら
れ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
し
、
後
者
に
よ
っ
て
は
科
学
的
厳
密
性
が
十
分
に
担

保
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
マ
ー
は
、
こ
の
よ
う

な
限
界
を
自
ら
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
理
論
と

調
査
を
媒
介
す
る
に
は
概
念
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
正
し
く
指
摘
し
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た
。
感
受
概
念
は
そ
の
媒
介
の
試
み
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
試
み
が
成

功
し
た
と
は
い
え
な
い
。
内
田
（
二
〇
〇
三：

六
六
）
が
提
起
す
る
よ

う
に
、「
感
受
的
」
と
い
う
形
容
詞
を
「
感
受
的
に
（
使
用
す
る
）」
と

い
う
副
詞
へ
読
み
か
え
た
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
ブ

ル
ー
マ
ー
は
同
時
代
の
社
会
理
論
の
欠
点
は
的
確
に
指
摘
で
き
た
が
、

そ
の
代
替
案
を
十
分
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
理
論
と
調

査
を
媒
介
す
る
彼
自
身
の
社
会
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

二
・
二　

界
概
念
の
特
徴

　

ブ
ル
デ
ュ
ー
は
、
ど
こ
ま
で
ブ
ル
ー
マ
ー
を
意
識
し
た
か
は
分
か
ら

な
い
も
の
の
、
結
果
的
に
は
ブ
ル
ー
マ
ー
の
問
題
提
起
を
引
き
受
け
る

形
で
理
論
と
調
査
を
媒
介
す
る
概
念
の
構
築
に
成
功
し
た⑨
。
彼
は
、
ハ

ビ
ト
ゥ
ス
、
資
本
、
界
の
基
礎
概
念
を
「
開
か
れ
た
概
念open 

concept

」
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
ら
は
孤
立
し
た
状
態
で
は
な
く
、
そ

れ
ら
が
つ
く
り
あ
げ
る
理
論
体
系
の
内
部
で
の
み
定
義
で
き
る
と
い

う
。「
開
か
れ
た
概
念
」
と
は
、
概
念
に
は
体
系
的
定
義
以
外
に
い
か

な
る
定
義
も
な
い
こ
と
、
概
念
は
体
系
的
な
仕
方
で
経
験
的
に
活
用
さ

れ
る
よ
う
に
構
想
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
た
え
ず
思
い
起
こ
さ
せ
て
お

く
方
法
で
あ
る
（B

ourdieu &
 W

acquant 1992

＝
二
〇
〇
七：

一
三
〇
）。
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
、
基
本
的
な
問
題
意
識
を
ブ
ル
ー
マ
ー
と

共
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
積
極
的
か
つ
建
設
的
に
理
論
構
築
に
努
め

た
点
で
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
ブ
ル
ー
マ
ー
の
限
界
を
乗
り
越
え
て
い
る⑩
。

こ
の
点
を
、
界
概
念
の
特
徴
を
通
じ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　

第
一
に
、
界
概
念
は
体
系
的
な
理
論
枠
組
み
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い

る
。
ブ
ル
ー
マ
ー
が
確
定
的
概
念
と
感
受
概
念
の
間
で
悩
ん
だ
厳
密
性

と
曖
昧
さ
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
と
短
所
、
そ
し
て
両
者
の
限
界
、
こ
れ
ら

の
問
題
を
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
理
論
構
築
を
通
じ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
し

た
。
界
概
念
は
抽
象
的
か
つ
体
系
的
に
定
義
さ
れ
、
様
々
な
事
象
を
分

析
で
き
る
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は

不
十
分
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
理
論
の
体
系
性
と
厳
密
性
を
失
わ
ず
に
経
験
的
世
界
を
記

述
す
る
た
め
に
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
理
論
枠
組
み
と
し
て
の
界
概
念
を
ヒ

ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
用
い
る
。
例
え
ば
、
界
一
般
は
境
界
を
有
す
る

が
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
研
究
対
象
を
調
べ
て
み

な
い
と
分
か
ら
な
い
。
界
の
境
界
の
存
在
は
理
論
的
に
明
確
に
規
定
さ

れ
て
い
る
一
方
で
、
そ
れ
は
単
純
に
演
繹
で
き
る
も
の
で
は
な
い
経
験

的
研
究
（
調
査
研
究
と
歴
史
研
究
を
含
む
）
と
セ
ッ
ト
で
、
は
じ
め
て

理
論
化
で
き
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
以
上
の
二
点
と
関
わ
る
が
、
界
概
念
は
記
述
の
一
般
的
指

針
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
別
具
体
的
な
記
述
の
総
体

が
理
論
枠
組
み
の
提
示
と
な
る
よ
う
、
記
述
さ
れ
る
内
容
が
界
概
念
の

理
論
枠
組
み
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方

法
論
的
選
択
に
よ
り
、
理
論
構
築
と
経
験
的
研
究
の
両
立
が
可
能
に
な

っ
て
い
る
。

　

以
上
の
三
つ
の
特
徴
は
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
と
資
本
概
念
に
も
共
通
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す
る
点
で
あ
る
。
三
つ
の
基
礎
概
念
は
ブ
ル
デ
ュ
ー
に
お
い
て
は
開
か

れ
た
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
上
述
の
三
つ
の
特
徴
は
そ

の
特
徴
で
も
あ
る
。

　

ブ
ル
デ
ュ
ー
が
本
当
に
理
論
形
成
と
経
験
的
研
究
の
統
合
に
成
功
し

た
か
ど
う
か
は
、『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
』
や
『
芸
術
の
規
則
』
な

ど
の
テ
ク
ス
ト
を
綿
密
に
検
討
す
る
ほ
か
な
い
。
本
稿
で
は
、
紙
幅
の

関
係
で
こ
の
点
の
実
証
が
で
き
な
い
た
め
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
理
論
と
調

査
を
統
合
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
留
め
た
い
。

三　

界
概
念
か
ら
の
理
論
的
展
開

　

ブ
ル
デ
ュ
ー
の
社
会
学
は
、
界
概
念
に
限
っ
て
も
、
北
米
や
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
様
々
な
分
野
の
経
験
的
研
究
に
お
い
て
建
設
的
に
応
用
さ
れ

て
き
て
い
る
。
様
々
な
分
野
と
は
、
例
え
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
、

文
学
研
究
、
美
術
研
究
、
知
識
人
論
、
思
想
史
、
ス
ポ
ー
ツ
研
究
、
法

学
、
経
済
学
、
政
治
学
な
ど
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
界
概

念
を
ど
の
よ
う
な
研
究
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
考
察
す
る
た

め
に
、
界
概
念
を
中
心
と
し
た
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
社
会
学
の
可
能
性
を
示

す
応
用
的
研
究
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
る⑪
。

三
・
一　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
お
け
る
界
概
念
の
受
容

　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
な
い
し
は
メ
デ
ィ
ア
研
究
は
、
様
々
な
ア
プ

ロ
ー
チ
と
論
点
が
錯
綜
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

（
及
び
メ
デ
ィ
ア
）
と
政
治
の
関
わ
り
に
限
定
し
て
論
じ
て
い
こ
う
。

こ
の
よ
う
な
研
究
対
象
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
内
外
で
継
続
的
に
広
く

関
心
を
持
た
れ
て
き
た
。
蒲
島
ら
は
、
現
代
政
治
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
研

究
す
る
際
に
は
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
考
察
を
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い

旨
指
摘
し
た
上
で
、
現
実
に
は
「
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
」
と
い
う
研
究
分

野
は
、
政
治
学
で
は
こ
れ
ま
で
周
辺
的
な
位
置
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
旨

述
べ
て
い
る
（
蒲
島
他 

二
〇
〇
七：

二
四
）。
こ
の
分
野
は
蒲
島
ら

（
二
〇
〇
七
）
に
よ
っ
て
研
究
の
見
取
り
図
が
提
示
さ
れ
た
も
の
の
、
未

だ
発
展
途
上
で
あ
る
。
彼
ら
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
分
析
モ
デ
ル
が
提

示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
理
論
的
な
体
系
性
に
欠
け
、
理
論
化
と

い
う
よ
り
は
情
報
の
整
理
に
留
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
蒲
島

ら
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
け
「
メ
デ
ィ
ア
」
及
び
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
」
を
捉
え
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
お
い
て
、
ブ
ル

デ
ュ
ー
の
社
会
学
が
一
定
の
注
目
を
浴
び
て
い
る
（B

enson &
 

N
eveu 2005

）。
そ
れ
は
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
科
学

的
に
分
析
す
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ル
デ
ュ

ー
自
身
は
試
論
と
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
を
提
示
し
た
だ
け
で
あ
る

が
、
彼
の
社
会
学
を
他
の
研
究
者
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
分
析
に
応
用

し
よ
う
と
試
み
て
き
た
。
そ
の
代
表
的
な
成
果
が
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ

（1990
＝
二
〇
〇
四
）
や
ベ
ン
ソ
ン
ら
の
『
ブ
ル
デ
ュ
ー
と
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
界
』（B

enson &
 N

eveu 2005

）
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
彼
ら

は
ど
の
よ
う
に
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
社
会
学
を
応
用
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
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の
だ
ろ
う
か
。

　

彼
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
界
概
念
に
よ
っ

て
分
析
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
界
に
お

け
る
位
置
関
係
・
力
関
係
は
、
概
し
て
（
ブ
ル
デ
ュ
ー
的
な
意
味
で
の
）

資
本
の
種
類
と
総
量
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
新
聞
社
の
資

産
額
や
収
益
は
「
経
済
資
本
」
で
あ
り
、
テ
レ
ビ
の
リ
ポ
ー
タ
ー
の
話

し
ぶ
り
や
経
歴
な
ど
は
「
文
化
資
本
」
と
な
り
、
メ
デ
ィ
ア
の
関
係
者

の
持
つ
人
脈
は
「
社
会
（
関
係
）
資
本
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
の
界
も
、
他
の
界
と
同
様
に
固
有
の
ル
ー
ル
を
有
し
、
そ

の
界
の
内
部
で
の
実
践
に
適
し
た
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が
あ
る
。ま
た
そ
れ
は
、

政
治
の
界
や
社
会
科
学
の
（
諸
々
の
）
界
と
理
論
的
に
関
連
付
け
て
捉

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、理
念
的
に
設
定
さ
れ
た
全
体
社
会
と
し
て
の「
社

会
空
間
」
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
界
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
で
、
社
会
と

メ
デ
ィ
ア
の
関
係
を
理
論
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
な
お
、
ブ

ル
デ
ュ
ー
及
び
彼
ら
が
、
経
験
的
な
研
究
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
は
強

調
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

ベ
ン
ソ
ン
ら
（B

enson &
 N

eveu 2005: 10- 11

）
に
よ
れ
ば
、
英
米

の
組
織
論
的
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
と
ア
メ
リ
カ
の
新
制
度
学
派
は
、
ブ
ル

デ
ュ
ー
の
界
理
論
（
の
応
用
）
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
方
法
論
に

お
い
て
共
通
す
る
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
界
理
論
の
場

合
、
個
別
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
ニ
ュ
ー
ス
、
メ
デ
イ
ア
組
織
に
関
す

る
経
験
的
な
デ
ー
タ
を
よ
り
大
き
な
権
力
の
諸
シ
ス
テ
ム
に
組
み
入
れ

よ
う
と
す
る
点
が
、
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
界
概
念
に
よ
っ
て

メ
デ
ィ
ア
分
析
の
新
し
い
分
析
単
位
（unit

）
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ

る
（ibid.: 11

）。
制
度
概
念
に
よ
っ
て
は
表
せ
な
い
、
あ
る
い
は
制
度

概
念
の
意
味
内
容
を
（
こ
れ
が
自
己
破
綻
し
て
し
ま
う
く
ら
い
に
）
拡

張
し
な
い
と
分
析
で
き
な
い
動
態
的
な
対
象
を
、
界
概
念
に
よ
っ
て
指

し
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
従
来
の
研

究
の
意
義
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
社
会

学
は
多
く
の
社
会
科
学
の
研
究
と
対
立
関
係
に
あ
る
と
誤
解
さ
れ
が
ち

で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
補
完
的
な
関
係
に
あ

る
。「
ブ
ル
デ
ュ
ー
か
否
か
」
で
は
な
く
、「
ブ
ル
デ
ュ
ー
と
何
か
」
と

問
う
て
み
る
こ
と
で
、
日
本
で
も
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
建
設
的
な
受
容
が
可

能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

三
・
二　

界
概
念
に
よ
る
理
論
と
調
査
の
媒
介
の
可
能
性

―
―

社
会
的
差
異
の
研
究
を
例
に

　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
例
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の

界
概
念
に
よ
っ
て
、
従
来
の
分
析
概
念
で
は
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
対
象

を
理
論
的
に
分
析
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
界
概
念
及
び
ブ
ル

デ
ュ
ー
の
社
会
学
一
般
は
、
理
論
と
経
験
的
研
究
の
媒
介
を
志
向
し
て

い
る
こ
と
は
本
稿
で
確
認
し
て
き
た
点
で
あ
る
。

　

次
に
、
理
論
と
経
験
的
研
究
を
媒
介
さ
せ
る
必
要
性
、
及
び
こ
の
媒

介
を
行
う
上
で
の
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
、

社
会
的
差
異
の
問
題
を
例
に
取
り
上
げ
る
。「
社
会
的
差
異
」
と
は
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
階
級
、
人
種
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
な
ど
の
よ
う
に
属
性
と
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し
て
差
異
自
体
が
社
会
的
に
構
築
さ
れ
、
な
お
か
つ
そ
の
差
異
が
社
会

的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
認
知
さ
れ
る
も
の
を
こ
こ
で
は
指
し
て
い

る
。そ
れ
ぞ
れ
日
本
の
内
外
で
関
心
を
集
め
て
い
る
研
究
対
象
で
あ
る
。

も
と
も
と
社
会
的
差
異
に
関
す
る
研
究
は
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
」「
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
論
」
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
に
分
業
す
る
傾
向
に
あ
っ
た

が
、
近
年
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
交
差
と
対
応
関
係
が
問
題
に
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
研
究
の
代
表
例
と
し
て
、
笹
山
ら

（
二
〇
〇
一
）
の
研
究
や
ア
リ
ギ
（A

rrighi 2007

）
の
研
究
が
あ
る
。

後
者
は
、
編
者
に
よ
る
解
説
付
き
の
選
集
（reader

）
で
あ
る
が
、

両
者
に
は
共
通
点
が
あ
る
。
共
に
複
数
の
社
会
的
差
異
が
交
差
し
あ
っ

て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
的
確
に
指
摘
し
つ
つ
も
、

様
々
な
社
会
的
差
異
の
交
差
を
統
合
的
に
理
解
す
る
た
め
の
理
論
枠
組

み
を
提
示
で
き
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
レ
バ
ノ
ン
系
移
民
の
女
性
に
関
す
る
研
究
を
行
う
と
し
よ
う
。
彼
女

の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
も
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
も
階
級
も
同
時

に
関
わ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
」
や
「
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
論
」
と
し
て
の
み
彼
女
の
生
を
切
り
取
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、

そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
見
え
て
こ
な
い
。
江
原
（
二
〇
〇
一
）
の
よ
う
に

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
社
会
理
論
の
構
築
を
試
み
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
自
足
し

て
し
ま
う
な
ら
ば
、
理
論
と
し
て
も
経
験
的
研
究
と
し
て
も
破
綻
す
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う⑫
。

　

そ
れ
で
は
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
問
題

に
い
か
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
一
例
と

し
て
Ｅ
・
Ｆ
・
ア
イ
シ
ン
（Isin 2001

）
の
試
み
を
参
照
で
き
る
。
彼

は
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
圏
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
研
究
を
牽
引
す
る
カ

ナ
ダ
の
研
究
者
で
あ
る
が
、そ
の「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
系
譜
学
」は
、

社
会
的
差
異
に
関
す
る
統
合
的
研
究
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
は
政
治
共
同
体
の
成
員
規
定
の
こ
と
で
あ
る
が
、

国
籍
か
ら
社
会
的
承
認
ま
で
意
味
内
容
に
広
が
り
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
従
来
の
「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
」
研
究
は
、
異
な
る
時
代
や
政
治

制
度
間
、
さ
ら
に
「
差
異
の
政
治
」
や
移
民
研
究
な
ど
の
ア
プ
ロ
ー
チ

法
の
違
い
に
よ
り
、
い
た
ず
ら
に
細
分
化
さ
れ
て
き
た
。
シ
テ
ィ
ズ
ン

シ
ッ
プ
研
究
は
北
米
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
や
日
本

で
は
あ
ま
り
積
極
的
な
受
容
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
の

一
つ
と
し
て
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
研
究
の
（
分
業
の
な
い
）
細
分
化

と
用
語
法
の
混
乱
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
イ
シ
ン
は
、
古
今
東

西
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
関
し
て
統
一
的
な
定
義
を
与
え
た
上
で
、

ブ
ル
デ
ュ
ー
の
ほ
か
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
フ
ー
コ
ー
ら
に
依
拠
し
な
が

ら
包
括
的
な
社
会
的
差
異
の
理
論
を
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
と
し
て
展

開
し
て
い
る
。
彼
が
ブ
ル
デ
ュ
ー
に
依
拠
す
る
の
は
、
諸
々
の
差
異
が

交
錯
し
な
が
ら
政
治
化
さ
れ
る
過
程
の
分
析
に
お
い
て
で
あ
る
。
特
定

の
社
会
単
位
に
お
け
る
各
々
の
差
異
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
は
界
概
念
に
よ

っ
て
把
握
さ
れ
、
あ
る
社
会
的
属
性
や
資
源
は
、
諸
々
の
界
に
お
い
て

特
定
の
資
本
に
な
る
。
人
々
が
相
互
に
行
う
差
異
化
及
び
差
別
化
は
、

認
識
の
体
系
と
し
て
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
に
よ
っ
て
理
論
的
に
説
明
さ

れ
る
。
日
本
社
会
の
研
究
に
お
い
て
も
、
ア
イ
シ
ン
を
経
由
し
た
ブ
ル
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デ
ュ
ー
に
は
十
分
な
応
用
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

結　

論

　

本
稿
で
は
界
概
念
を
軸
に
し
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
に
お
い
て
理
論
と
調
査

の
統
合
が
い
か
に
し
て
目
指
さ
れ
た
か
が
考
察
さ
れ
て
き
た
。そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
ブ
ル
デ
ュ
ー
社
会
学
の
応
用
可
能
性
に
つ
い
て
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
例
と
社
会
的
差
異
の
問
題
を
通
し
て
考
察
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
社
会
学
に
お
け
る
界
概
念

の
中
心
的
な
位
置
、
及
び
そ
の
応
用
の
際
に
も
理
論
と
調
査
の
統
合
を

模
索
す
る
必
要
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
最
後
に
二
点
、
課
題

を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

　

一
つ
は
、
本
稿
で
は
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
界
概
念
を
通
じ
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
し
て
理
論
と
調
査
を
媒
介
し
た
の
か
を
示
せ
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
社
会
学
を
社
会
学
史
上
の
一
大
テ

ー
マ
で
あ
る
理
論
と
調
査
の
関
係
の
中
に
位
置
付
け
る
作
業
も
で
き
な

か
っ
た
。
以
上
の
点
は
、
相
当
な
紙
幅
を
必
要
と
す
る
た
め
、
稿
を
改

め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

も
う
一
つ
の
課
題
は
、
複
数
の
界
を
ど
の
よ
う
に
束
ね
て
理
論
化
す

る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
我
々
に
課
題
と
し
て
残
さ

れ
て
い
る
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
自
身
は
、
職
人
技
的
な
概
念
的
整
理
に
よ
っ

て
こ
の
作
業
を
成
し
得
た
が
、
界
の
一
般
理
論
は
提
示
せ
ず
に
生
涯
を

終
え
て
し
ま
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
諸
々
の
界
を
統
合
す
る
理
論
的
営
為

は
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
閉
じ
篭
も
っ
て
い
て
は
成
し
得
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
社
会
理
論
家

の
中
で
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
ま
と
も
に
理
解
し
よ
う
と
努
め
な
か
っ
た
者
、

つ
ま
り
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
の
思
考
の
軌
跡
に
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。
ク
ニ
ー
ル
（K

neer 2004

＝
二
〇
〇
五
）
は
、「
分

化
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
界
概
念
と
ル
ー
マ
ン
の
社
会
シ

ス
テ
ム
を
比
較
し
て
い
る
が
、
両
者
に
は
い
く
つ
か
の
重
要
な
共
通
点

と
差
異
が
存
在
す
る
。
両
者
の
テ
ク
ス
ト
は
と
も
に
強
い
個
性
と
体
系

性
を
持
ち
、
統
合
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
経
験
的
研
究
を
媒
介

に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
統
合
は
よ
り
現
実
的
か
つ
建
設
的
に
な

る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
に
関
し
て
も
ま
た
、
稿
を
改
め
て

論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
本
稿
に
お
い
て
ブ

ル
デ
ュ
ー
社
会
学
の
重
要
な
一
面
を
示
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
例

示
し
た
ブ
ル
デ
ュ
ー
社
会
学
の
可
能
性
は
僅
か
で
あ
る
が
、
そ
の
可
能

性
が
読
者
に
少
し
で
も
伝
わ
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
筆
者
自
身
の
研
究

実
践
の
成
果
と
し
て
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
受
容
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
き
た

い
と
思
う
。

　
注
①
こ
こ
で
は
例
え
ば
、
宮
島
（
一
九
九
四
、
一
九
九
五
）、
荻
野

（
二
〇
〇
〇
、二
〇
〇
一
、二
〇
〇
五
）、
山
下
（
二
〇
〇
六
）
ら
の
研
究

が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
仮
に
「
文
化
的
再
生
産
」
論
を
一
つ

の
可
能
な
解
釈
と
し
て
認
め
た
と
し
て
も
、そ
の
解
釈
の
上
に
立
つ
「
再
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生
産
論
」
は
原
ら
に
よ
っ
て
批
判
し
尽
さ
れ
て
い
る
（
原
・
盛
山 

一
九
九
九：

六
五―

八
）。
複
数
の
異
な
る
解
釈
が
可
能
で
あ
れ
ば
、

我
々
は
建
設
的
な
議
論
に
つ
な
が
る
も
の
を
選
択
す
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。

　

②
こ
の
こ
と
は
、
ヴ
ァ
カ
ン
が
ブ
ル
デ
ュ
ー
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ

て
確
認
し
て
い
る
（B

ourdieu &
 W

acquant 1992

＝
二
〇
〇
七：

一
二
九
）。
こ
の
よ
う
な
見
方
を
明
示
的
に
提
示
し
た
研
究
と
し
て
、
シ

ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
ら
の
ブ
ル
デ
ュ
ー
論
（C

ham
pagne &

 C
hristin 

2004

）
や
キ
ャ
ル
ホ
ー
ン
の
論
稿
（C

alhoun 1995

）
が
あ
る
。
ス
ワ

ー
ツ
（Sw

artz 1997

）
も
、
こ
の
種
の
立
場
を
示
す
も
の
と
見
な
し

て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
山
下
（
二
〇
〇
六
）
は
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の

社
会
学
に
お
い
て
最
も
重
要
な
概
念
は
「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
」
と
「
文
化
資
本
」

で
あ
る
旨
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
の
主
張
と
相
容
れ
な
い
。

　

③
た
だ
し
、
社
会
学
史
上
の
一
大
テ
ー
マ
で
あ
る
理
論
と
調
査
の
関
係
に

つ
い
て
論
じ
る
に
は
十
分
な
紙
幅
が
な
い
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
は
、

ブ
ル
デ
ュ
ー
が
理
論
と
調
査
を
統
合
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
点
を
指
摘

す
る
に
留
め
る
。

　

④
本
稿
で
は
界
概
念
の
形
成
史
を
考
証
的
に
追
う
こ
と
は
し
な
い
。
こ
の

種
の
議
論
に
関
心
の
あ
る
方
は
、
磯
（
二
〇
〇
八
）
の
ほ
か
、
ス
ワ
ー

ツ
（1997

）
や
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
ら
（2004

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

⑤
な
お
、
こ
こ
で
用
い
る
「
プ
ラ
テ
ィ
ク
」
と
い
う
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
で

はpratique

で
あ
り
、
日
本
語
で
は
「
実
践
」
や
「
慣
習
行
動
」
に
該

当
す
る
。
こ
れ
を
一
語
で
表
せ
る
日
本
語
が
な
い
た
め
、
混
乱
を
避
け

る
た
め
に
カ
タ
カ
ナ
で
用
い
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

⑥
ド
イ
ツ
語
で
はW

ahlverw
andtschaft

、
フ
ラ
ン
ス
語
で
はles 

affinités electives

。『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
』
の
訳
者
石
井
は
、

ゲ
ー
テ
の
邦
訳
に
合
わ
せ
て
「
親
和
力
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
て
い
る
。

し
か
し
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
意
識
し
て
こ
の
語
を
用
い
て

い
る
た
め
、「
選
択
的
親
和
性
」
と
訳
し
た
方
が
誤
解
の
少
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

⑦
こ
こ
で
は
、
相
同
性
と
は
、
外
見
が
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
が
構
造
が

近
似
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
選
択
的
親
和
性
と
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
の
（
一
派
）
の
倫
理
と
（
あ
る
時
代
と
地
域
に
固
有
の
）

資
本
主
義
の
精
神
の
関
係
の
よ
う
に
、
相
異
な
る
も
の
同
士
が
何
ら
か

の
要
素
に
よ
っ
て
引
き
付
け
あ
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

⑧
『
社
会
学
的
想
像
力
』
の
現
代
的
な
意
義
と
解
釈
に
つ
い
て
は
、
伊
奈
・

中
村
（
二
〇
〇
七
）
の
研
究
を
参
照
。

　

⑨
本
稿
に
お
け
る
議
論
は
、
概
念
に
関
す
る
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い

る
。
ブ
ル
ー
マ
ー
の
業
績
全
体
に
社
会
学
史
的
な
評
価
を
与
え
た
研
究

者
と
し
て
、
ハ
マ
ー
ス
リ
ー
（H

am
m

ersley 1989

）
が
い
る
。
彼
は

結
論
部
分
で
、
ブ
ル
ー
マ
ー
及
び
社
会
学
の
質
的
研
究
者
一
般
の
抱
え

る
デ
ィ
レ
ン
マ
を
四
点
挙
げ
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
解
答
を
自
身
も
持
ち

合
わ
せ
て
い
な
い
旨
述
べ
て
い
る
。
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
取
り
上

げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ハ
マ
ー
ス
リ
ー
の
提
起
し
た
デ
ィ
レ
ン
マ

は
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
格
闘
し
た
課
題
で
も
あ
る
。

　

⑩
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
ブ
ル
ー
マ
ー
の
感
受
概
念
も
ブ

ル
デ
ュ
ー
の
開
か
れ
た
概
念
も
、
と
も
に
方
法
概
念
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
上
述
の
概
念
は
、
同
時
に
分
析
概
念
で
も
あ
る
こ
と
で

あ
る
。

　

⑪
日
本
の
研
究
に
限
定
す
る
と
、南
田
（
二
〇
〇
一
）
と
竹
内
（
二
〇
〇
五
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
と
も
に
理
論
的
に
は
不
十
分
な
と
こ
ろ
が

い
く
つ
か
あ
る
。
界
は
理
念
的
に
は
無
数
の
も
の
が
存
在
し
得
る
し
、
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あ
る
程
度
大
き
な
界
の
中
に
は
下
位
界
（sous-cham

p

）
が
存
在
す

る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
南
田
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
が
十
分
に
自

覚
さ
れ
て
い
な
い
。
竹
内
は
、
界
概
念
と
資
本
概
念
を
理
念
型
的
な
分

析
概
念
と
し
て
、
さ
ら
に
図
式
的
に
捉
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
で

は
界
の
動
態
性
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
し
、
界
の
特
性
を
記
述
す
る
こ

と
も
難
し
い
。

　

⑫
な
お
、
私
は
江
原
と
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
解
釈
に
お
い
て
多
く
を
共
有
し
な

い
。
江
原
は
、
多
く
の
点
で
宮
島
と
同
様
の
解
釈
を
し
て
い
る
。
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　In this paper I will first introduce Bourdieu’s idea of field, a network, or configuration, 

of objective relations between positions. Then I will show how it integrates theory and 

empirical research. In the history of Sociology, the relationship between theory and 

empirical research has been a grand theme, and Bourdieu was committed to integrating 

the two throughout his career.
　I will also examine the work of Blumer, an important predecessor to Bourdieu. 

While both his “sensitizing concept” and his “definitive concept” have limits, Bourdieu’s 
“open concepts” which include habitus, capital and field have more possibilities and 

significances than Blumer’s. The field is a social sphere which has a limit around itself 

and each has its own rules within. For Bourdieu, the field is considered together 

with habitus and capital, and also as a part of his theory of practice. The concept of 

field enables us to analyze social phenomena for which we have lacked a theoretical 

framework. We can also use the concept of field to relate and integrate different 

empirical research. One example can be found in the study of social difference.
　Bourdieu’s sociology makes sense in combination with the works of other sociologists 

because it owes so much to them. We should ask the question “Bourdieu and what else?” 
rather than think in terms of a dichotomy such as “Bourdieu or not.” This will lead to a 

productive discussion.


