
Title 稲上毅著 『現代社会学と歴史意識』
Sub Title Takeshi Inagami, Contemporary Sociology and Historical

Consciousness
Author 内山, 秀夫(Uchiyama, Hideo)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1974

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and sociology
). Vol.47, No.7 (1974. 7) ,p.99- 103 

JaLC DOI
Abstract
Notes 紹介と批評

本文の記述： 福上毅著 『現代社会学の歴史意識』
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19740715-0099

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


福
上
　
毅
著

『
現
代
社
会
学
と
歴
史
意
識
』

〔
一
〕

　
『
思
想
』
誌
上
で
読
ん
だ
稲
上
さ
ん
の
四
篇
の
論
文
は
、
社
会
学
を
専
門
の

業
と
し
な
い
私
に
、
鬼
気
と
し
か
い
え
な
い
よ
う
な
気
組
み
を
も
つ
て
迫
つ
て

き
た
こ
と
を
、
私
は
今
で
も
忘
れ
な
い
で
い
る
。

　
私
が
稲
上
さ
ん
に
圧
倒
さ
れ
た
の
は
、
私
が
M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
、
い
わ
ば

心
情
的
に
理
解
し
て
し
ま
つ
て
い
て
、
稲
上
さ
ん
の
よ
う
に
全
人
格
的
に
ぶ
つ

か
ら
な
か
つ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
私
が
政
治
学
の
勉
強
を
は

じ
め
た
と
こ
ろ
で
行
ぎ
当
つ
た
学
者
た
ち
（
た
と
え
ば
S
・
M
う
プ
セ
ッ
ト
、
G
・

A
．
ア
ー
モ
ン
ド
、
D
．
E
・
ア
プ
タ
ー
な
ど
）
　
が
、
T
・
パ
ー
ソ
ソ
ズ
の
社
ム
云
当
子

の
方
法
を
何
ら
か
の
形
で
踏
ま
え
る
こ
と
で
ヴ
ェ
1
バ
ー
に
接
続
し
て
い
た
．

そ
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
理
解
（
稲
上
さ
ん
の
表
現
を
か
り
れ
ば
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
イ
ン
・
パ

！
ソ
ン
ズ
）
が
、
ど
う
も
騎
に
落
ち
な
い
と
小
首
を
か
し
げ
な
が
ら
も
、
パ
ー

ソ
ソ
ズ
に
分
け
入
つ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
稲
上
さ
ん
の
論
文
集
が
出
る
と
い
う
こ
と
を
聞
き
こ
ん
だ
時
、
こ

れ
を
機
に
パ
ー
ソ
ソ
ズ
が
ど
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
と
り
こ
ん
だ
の
か
、
そ

し
て
パ
ー
ソ
ソ
ズ
を
フ
ィ
ル
タ
ー
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
者
た
ち
が
ヴ

　
　
　
紹
介
と
批
評

エ
ー
パ
ー
を
ど
の
よ
う
に
誤
解
し
た
か
を
確
か
め
て
や
れ
、
と
思
つ
た
の
で
あ

る
。　

こ
の
私
の
望
み
は
あ
る
意
味
で
は
果
た
さ
れ
た
。
そ
れ
は
第
一
章
「
パ
ー
ソ

ソ
ズ
の
歴
史
意
識
」
、
第
二
章
「
パ
ー
ソ
ソ
ズ
に
よ
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
『
理
念
型
』

批
判
を
め
ぐ
つ
て
」
が
、
雑
誌
で
ポ
ツ
ポ
ツ
読
む
の
と
違
つ
て
読
み
通
せ
る
こ

と
で
パ
ー
ソ
ソ
ズ
の
認
識
枠
が
つ
か
め
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
稲
上
さ
ん

が
「
『
高
度
な
』
知
識
や
そ
の
体
系
を
－
・
限
界
だ
ら
け
の
生
身
の
人
間
と
い
う

角
度
か
ら
見
直
す
こ
と
、
そ
し
て
知
識
の
生
産
者
と
い
う
側
面
か
ら
ば
か
り
で

な
く
、
広
く
そ
の
生
産
過
程
や
さ
ら
に
流
通
過
程
と
い
う
観
点
か
ら
も
人
間
の

知
識
と
い
う
も
の
を
と
ら
え
返
す
」
　
（
H
頁
・
傍
点
口
内
山
）
作
業
を
重
大
と

さ
れ
、
そ
の
作
業
を
第
三
章
か
ら
第
七
章
ま
で
、
い
わ
ば
ご
自
分
が
必
然
的
に

担
わ
ね
ぽ
な
ら
な
か
つ
た
形
で
間
題
意
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
を
見
せ
ら
れ

る
と
、
こ
れ
は
も
う
書
評
ど
こ
ろ
で
は
な
く
て
、
フ
ォ
ロ
ー
し
感
嘆
す
る
だ
け

で
読
み
終
え
る
ほ
か
し
か
た
が
な
か
つ
た
．

　
「
抽
象
的
な
思
惟
が
た
だ
宙
を
舞
う
と
い
う
の
で
は
い
か
に
も
情
無
い
－
…

日
本
や
世
界
の
現
状
は
、
悠
長
な
”
待
機
”
策
を
許
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
」

（
貢
頁
）
と
稲
上
さ
ん
が
焦
燥
な
さ
る
、
そ
れ
は
分
る
に
し
て
も
、
稲
上
さ
ん
の

こ
の
書
物
に
は
、
た
だ
宙
を
舞
う
抽
象
的
思
惟
な
ぞ
は
片
鱗
も
な
い
こ
と
だ
け

は
確
か
で
、
こ
の
儘
で
ず
つ
し
り
と
持
ち
重
り
の
す
る
内
実
が
あ
る
こ
と
だ
け

は
、
こ
の
素
人
に
も
実
感
で
き
た
こ
と
を
申
し
あ
げ
て
お
き
た
い
．

　
　
　
　
　
〔
二
〕

「
『
近
代
的
自
我
』
の
確
立
と
そ
れ
を
拡
大
再
生
産
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九

同
時
に
そ
れ
に
よ
つ

　
（
八
二
三
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
〈
人
間
的
自
然
〉
の
解
放
を
目
標
と
す
る
、
新
し
い
生
々

と
し
た
『
人
間
共
同
存
在
性
』
の
追
求
、
1
こ
れ
こ
そ
、
私
は
社
会
学
と
い

う
デ
ィ
ス
シ
プ
リ
ン
が
追
い
求
め
て
き
た
し
、
い
ま
ま
た
、
新
し
い
現
代
社
会

の
諸
状
況
の
も
と
で
問
い
返
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
テ
ー
マ
、
ち
よ
つ
と
や

そ
つ
と
で
、
手
に
お
え
そ
う
な
も
の
で
は
な
い
大
テ
ー
マ
で
す
が
、
し
か
し

厚
時
代
の
テ
ー
マ
π
で
あ
る
と
言
つ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
　
（
二
三
〇
頁
）

と
稲
上
さ
ん
は
告
白
す
る
。

　
こ
の
〈
告
白
〉
は
第
五
章
「
社
会
学
的
機
能
主
義
の
展
開
」
の
補
論
1
「
ヴ

ェ
ー
バ
ー
か
ら
パ
1
ソ
ソ
ズ
ヘ
」
の
全
部
に
、
知
的
に
息
づ
い
て
い
る
。
こ
の

補
論
は
、
専
門
家
は
い
ざ
知
ら
ず
、
私
に
は
本
書
理
解
の
た
め
の
分
水
嶺
と
し

て
最
初
に
読
む
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
と
い
う
の
は
、
稲
上
さ
ん
ご
自
身
が

か
か
わ
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
ご
自
分
を
立
た
せ
て
い
る
問
題
の
所
在
が
手
に
と

る
よ
う
に
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
そ
の
問
題
と
は

「
パ
ー
ソ
ソ
ズ
社
会
学
と
い
わ
れ
る
も
の
の
思
想
な
り
理
論
な
り
の
形
成
や
発

展
に
と
つ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
い
う
学
者
が
ど
の
よ
う
な
形
で
一
面
的
に
．
摂

取
”
さ
れ
、
し
た
が
つ
て
ど
の
部
分
が
一
面
的
に
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
つ
た
の

か
。
パ
ー
ソ
ソ
ズ
に
よ
る
ヴ
ェ
」
ハ
ー
の
「
批
判
的
」
摂
取
と
申
し
ま
す
か
、

パ
ー
ソ
ソ
ズ
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
μ
再
編
成
”
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
焦
点
を
絞

つ
て
考
え
て
み
る
」
　
（
二
〇
〇
頁
）
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
．

　
こ
の
問
題
意
識
は
パ
ー
ソ
ソ
ズ
を
三
期
に
見
据
え
る
こ
と
で
開
始
さ
れ
る
．

第
一
期
で
は
パ
ー
ソ
ソ
ズ
が
そ
れ
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
社
会
学
の
主
流
で
あ
つ
た

シ
カ
ゴ
学
派
が
対
象
と
し
た
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
「
近
代
」
社
会
問
題

に
対
す
る
具
体
的
・
個
別
的
な
調
査
分
析
の
視
角
か
ら
冒
離
脱
し
．
〈
ホ
ッ
ブ
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
（
八
二
四
）

的
秩
序
〉
な
い
し
〈
ス
ペ
ソ
サ
ー
の
死
〉
を
認
識
前
提
と
し
て
も
つ
て
い
る

こ
と
、
第
二
に
は
、
歴
史
的
進
化
・
発
展
に
た
い
す
る
反
擾
、
マ
ル
ク
ス
を
含

み
こ
ん
だ
意
味
で
の
「
歴
史
主
義
」
の
否
定
が
あ
る
こ
と
、
第
三
に
は
古
典
経

済
学
に
た
い
す
る
徹
底
的
な
批
判
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
．

　
さ
ら
に
加
え
て
、
パ
ー
ソ
ソ
ズ
の
科
学
論
ー
パ
ー
ソ
ソ
ズ
理
論
の
”
下
部

構
造
1
が
演
繹
的
一
般
理
論
へ
の
自
己
要
求
に
あ
り
、
そ
れ
が
古
典
経
済
学

批
判
を
通
じ
て
人
間
行
為
の
一
般
理
論
の
追
求
と
な
つ
て
表
出
し
て
く
る
。

「
そ
う
い
う
作
業
を
経
ず
に
『
歴
史
主
義
』
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
類
い
の
”
経
験
主
義
、
で
あ
る
と
か
い
う
も
の
が
は
い
り
こ
ん
で
く
る

と
こ
ろ
に
、
科
学
の
進
歩
が
い
わ
ば
ス
ト
ッ
プ
さ
れ
る
」
　
（
二
〇
六
頁
）
と
読

ん
で
ゆ
け
ば
、
パ
ー
ソ
ソ
ズ
の
〈
出
発
点
〉
は
つ
か
め
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ

で
パ
ー
ソ
γ
ズ
が
、
人
間
行
動
が
自
立
的
な
社
会
的
諸
力
に
よ
つ
て
翻
弄
さ
れ

る
よ
う
な
”
状
況
”
の
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
克
服
可
能
性
の
点
で
、
ヴ
ェ

ー
バ
ー
の
悲
観
と
は
違
つ
て
、
楽
観
的
で
あ
つ
た
こ
と
は
重
大
で
あ
る
。
「
そ
し

て
問
題
は
．
資
本
制
社
会
の
下
で
の
、
い
わ
ぽ
．
疎
外
さ
れ
た
μ
（
9
状
況
の

超
克
を
担
い
う
る
よ
う
な
人
間
像
の
彫
琢
と
い
う
方
向
が
重
要
視
さ
れ
て
い

つ
て
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
か
れ
の
〈
主
意
主
義
的
行
為
理
論
〉
が
生
み
落
さ

れ
て
い
く
、
こ
う
い
う
過
程
を
辿
る
」
　
（
二
一
〇
頁
）
と
明
ら
か
に
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
初
期
パ
ー
ソ
ソ
ズ
に
特
徴
的
な
「
人
間
行
為
の
一
般
理
論
と
し
て
の

『
主
意
主
義
』
的
把
握
に
は
、
目
的
論
的
な
理
解
が
基
礎
に
な
つ
て
い
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ノ
ド
　
　
　
ミ
ユ
ノ
ズ
　
　
コ
ノ
デ
イ
ノ
ヨ
ノ
ズ

の
場
合
、
主
意
主
義
的
行
為
理
論
の
構
造
的
要
素
は
、
目
標
、
手
段
、
条
　
　
件

　
　
　
ノ
ル
ム

そ
れ
に
規
範
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
関
連
づ
け
に
よ
つ
て
行
為
の
規
範
的
オ
リ



ニ
ソ
テ
ー
シ
ョ
ソ
（
目
的
論
的
な
性
肇
が
基
調
と
し
て
貫
通
し
て
い
る
。
換
言

す
れ
ば
「
四
つ
の
『
構
造
的
要
素
』
か
ら
は
、
一
定
の
『
状
況
的
与
件
』
の
下

で
、
一
定
の
『
理
想
』
を
志
向
し
、
あ
る
『
目
標
』
を
一
義
的
に
設
定
し
て
、

そ
の
『
目
標
達
成
』
に
適
合
的
な
『
手
段
』
を
選
択
し
な
か
ら
行
為
す
る
、
そ

う
い
う
人
間
像
が
む
し
ろ
基
調
を
な
す
も
の
と
し
て
浮
び
上
が
つ
て
」
く
る
と

い
え
る
（
二
一
二
頁
）
。

　
こ
の
原
型
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
稲
上
さ
ん
に
よ
つ
て
、
知
識
心
理
学
的
に
発
掘

さ
れ
た
上
で
再
構
成
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
非
常
に
面
白
い
と
い
え
る
。
私
は
パ

ー
ソ
ソ
ズ
に
関
す
る
こ
の
種
の
〈
発
掘
と
再
現
〉
が
ど
こ
ま
で
果
さ
れ
て
い
る

の
か
、
そ
の
作
業
量
を
知
ら
な
い
の
で
何
も
い
え
な
い
が
、
一
九
三
〇
年
代
ア

メ
リ
カ
の
精
神
風
土
が
こ
の
偉
大
な
社
会
（
科
）
学
者
の
知
性
史
に
ま
ざ
ま
ざ

と
見
て
と
れ
る
の
が
何
よ
り
興
味
深
い
。
し
か
し
、
こ
ん
な
私
の
想
い
は
ど
う

で
も
よ
い
。

　
第
二
期
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
「
社
会
学
に
お
け
る
体
系
理
論
の
現
状
と
見
通
し
」

（
一
九
四
五
年
）
、
『
社
会
体
系
論
』
（
一
九
五
一
年
）
、
『
経
済
と
社
会
』
（
一
九
五
六
年
）

を
突
出
さ
せ
た
約
一
〇
年
間
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
パ
ー
ソ
ソ
ズ
の
理
論
を
構
成

す
る
諸
要
素
は
、
O
〈
目
的
ー
手
段
〉
連
関
の
図
式
か
ら
〈
行
為
者
－
状
況
〉

の
分
析
図
式
へ
と
い
う
質
的
な
転
換
を
内
的
に
と
げ
た
意
味
で
、
第
一
期
の
そ

れ
と
は
異
な
る
「
人
間
行
為
の
一
般
理
論
」
、
口
「
構
造
ー
機
能
分
析
」
の
冠

式
化
に
よ
る
理
論
形
成
、
㊧
「
動
的
均
衡
」
論
に
支
え
ら
れ
た
「
社
会
体
系
」

論
で
あ
る
。

　
稲
上
さ
ん
の
〈
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
イ
ソ
・
パ
ー
ソ
ソ
ズ
〉
か
ら
す
る
と
、
「
ヴ

ェ
ー
バ
ー
が
マ
ス
化
と
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
化
状
況
の
超
克
と
い
う
現
状
批
判

　
　
　
紹
介
と
批
評

的
な
問
題
意
識
の
な
か
か
ら
．
『
理
論
的
下
部
構
造
』
の
領
域
に
大
き
く
は
属

し
て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
の
く
友
愛
倫
理
V
に
赴
く
こ
と
を
考
え
ま

す
と
、
〈
非
合
理
的
合
理
化
V
と
「
変
革
の
社
会
学
」
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
基
盤

に
あ
つ
た
の
に
対
し
て
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
極
論
す
れ
ば
〈
合
理
的
合
理
化
〉

と
〈
秩
序
形
成
の
社
会
学
〉
と
い
え
る
ほ
ど
の
ち
が
い
が
、
両
者
の
間
に
横
た

わ
つ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
」
（
二
一
六
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
．

　
こ
の
社
会
変
動
論
に
お
け
る
基
礎
認
識
の
差
に
加
え
て
．
パ
ー
ソ
ソ
ズ
が
、

構
造
－
機
能
分
析
の
系
譜
を
辿
り
、
フ
ロ
イ
ト
（
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
、
ミ
ッ
ク
ス
、

心
理
学
）
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
（
社
会
・
文
化
人
類
学
）
、
デ
ュ
ル
ヶ
ム
、
M
・
ヴ
ェ

ー
バ
ー
に
そ
れ
を
探
し
当
て
て
い
る
点
、
と
り
わ
け
「
ヴ
ェ
ー
パ
ー
に
よ
る
比

較
制
度
論
的
分
析
の
取
扱
い
方
が
、
社
会
シ
ス
テ
ム
論
の
『
構
造
ー
機
能
分

析
』
の
方
法
で
あ
る
」
　
（
二
一
五
頁
）
と
指
摘
さ
れ
る
と
、
政
治
学
者
と
り
わ

け
政
治
社
会
学
者
が
“
摂
取
”
し
た
〈
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
イ
ン
・
パ
ー
ソ
ソ
ズ
〉

は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
な
お
連
結
し
な
が
ら
も
、
最
も
疎
遠
な
と
こ
ろ
に
い
た
、

そ
の
パ
ー
ソ
ソ
ズ
に
ヴ
ェ
し
ハ
ー
を
見
た
、
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
て
く
る
。

　
一
九
六
〇
年
代
の
第
三
期
パ
ー
ソ
ソ
ズ
に
特
徴
的
な
の
は
「
歴
史
意
識
」
の

明
確
化
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
に
は
予
定
調
和
の
ア
メ
リ
カ
ソ
・
ド
リ

ー
ム
が
い
や
で
も
醒
め
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
〈
悩
め
る
ア
メ
リ
カ
〉
が
背
後
に

あ
る
。
し
た
が
つ
て
．
歴
史
意
識
が
鮮
烈
に
で
て
く
る
と
い
う
意
昧
で
は
、
パ

ー
ソ
ソ
ズ
に
お
け
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
再
生
に
違
い
な
い
が
、
パ
1
ソ
ン
ズ
が
進

化
論
的
視
角
を
導
入
す
る
こ
と
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
異
質
な
「
意
識
」
を
展
開
し

て
く
る
情
況
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
．
す
な
わ
ち
、
稲
上
さ
ん
の
表
現
を
か
り
れ

ば
、
〈
混
合
体
制
V
論
、
工
業
化
に
も
と
づ
く
「
収
敷
理
論
」
、
四
つ
の
「
進
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
　
（
八
二
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

的
普
遍
体
」
論
ー
①
「
集
合
的
目
標
達
成
の
官
僚
制
的
組
織
」
、
②
「
貨
幣

“
市
場
体
系
」
、
③
コ
般
化
さ
れ
た
普
遍
主
義
的
法
体
系
」
．
④
「
民
主
的
ア

ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ソ
』
と
い
つ
た
も
の
に
よ
つ
て
．
現
代
社
会
を
発
生
史
的
に
と

ら
え
な
お
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
バ
ー
ソ
ソ
ズ
が
指
摘
さ
れ
る
．

　
こ
の
よ
う
な
素
描
を
は
た
し
た
後
に
、
稲
上
さ
ん
は
、
バ
ー
ソ
ソ
ズ
の
理
論

的
「
下
部
構
造
」
を
、
パ
ー
ソ
ソ
ズ
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
κ
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
リ
ア

リ
テ
ノ
に
追
体
験
的
に
と
ら
え
．
一
種
の
比
較
を
試
み
な
が
ら
両
者
の
落
差

を
明
ら
か
に
す
る
．
そ
し
て
「
下
部
構
造
」
理
解
の
視
座
で
あ
る
三
つ
の
観

点
、
人
間
・
社
会
・
歴
史
の
と
ら
え
方
の
違
い
方
に
よ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学

問
的
営
為
へ
の
反
映
を
と
ら
え
、
「
パ
ー
ソ
ン
ズ
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
問
に
は
、

そ
の
理
論
的
『
下
部
構
造
』
に
ま
で
立
ち
入
つ
て
み
ま
す
と
、
単
に
質
的
な
落

差
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
“
対
抗
関
係
“
が
は
つ
き
り
と
あ

る
」
　
（
二
二
四
頁
）
こ
と
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
．

　
稲
上
さ
ん
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
は
こ
こ
で
は
終
ら
な
い
．
彼
は
パ
ー
ソ
ン

ズ
社
会
学
の
目
本
社
会
学
に
お
け
る
受
容
に
ま
で
目
配
り
を
す
る
こ
と
で
、
単

に
日
本
社
会
学
史
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
人
研
究
者
の
理
論
的
「
下
部
構
造
」

を
析
出
し
よ
う
と
し
、
そ
こ
に
一
種
の
π
日
本
人
の
精
神
構
造
存
論
の
試
み
を

提
出
し
よ
う
と
す
る
．
そ
こ
に
は
．
高
田
保
馬
博
士
の
社
会
学
批
判
と
い
う
共

有
さ
れ
た
”
場
甜
に
よ
る
稲
上
社
会
学
の
主
張
も
含
ま
れ
る
（
補
論
豆
「
高
冊
社

会
学
の
理
論
的
下
部
構
造
」
が
そ
の
く
間
題
V
に
充
当
さ
れ
て
い
る
。
）
。

　
さ
ら
に
は
、
「
現
代
社
会
学
の
新
し
い
雌
地
平
と
を
示
唆
し
て
、
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
ノ
テ
イ
ヴ
イ
ズ
ム

な
指
摘
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
目
に
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
「
既
成
態
へ
の

屈
服
と
〈
没
意
味
化
〉
と
い
う
基
調
を
帯
び
た
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
地
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
　
　
（
八
二
六
）

を
一
段
掘
り
下
げ
て
み
て
、
そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
人
間
存
在
の
原
像
、
〈
人

間
的
自
然
〉
の
原
型
を
構
想
し
、
先
取
り
し
て
い
け
る
の
か
、
こ
う
い
う
問
題

意
識
が
底
流
と
し
て
動
き
出
し
て
い
る
」
　
（
二
二
九
⊥
二
〇
頁
）
と
い
う
指
摘
で

あ
る
．
こ
の
問
題
意
識
が
第
n
部
「
社
会
計
画
－
制
度
形
成
論
」
を
貫
通
し
、

そ
の
最
初
の
手
が
か
り
と
し
て
、
第
－
部
「
方
法
意
識
と
歴
史
意
識
」
に
属
す
る

第
七
章
に
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
K
・
マ
ソ
ハ
イ
ム
の
　
「
媒
介
原
理
」
論
（
第

六
章
）
の
析
出
と
な
つ
て
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
（
私
が
補
論
1
「
ヴ
ェ
ー

バ
ー
か
ら
パ
ー
ソ
ン
ズ
ヘ
」
を
も
つ
て
、
稲
上
さ
ん
の
こ
の
書
物
の
分
水
嶺
と
し
た
の

は
、
実
は
こ
う
し
た
稲
上
さ
ん
の
理
論
的
立
論
の
連
関
性
を
い
い
た
か
つ
た
か
ら
で
あ

る
。
）
。

　
す
で
に
紙
数
が
尽
き
よ
う
と
し
て
い
る
．
だ
か
ら
、
「
認
識
論
に
絡
ん
だ
『
方

法
意
識
』
の
局
面
」
と
「
現
代
社
会
の
趨
勢
的
傾
向
を
照
し
だ
す
『
歴
史
意

識
』
」
と
の
二
つ
の
文
脈
の
い
わ
ば
結
節
点
と
し
て
の
「
媒
介
原
理
」
の
今
目
的

意
義
を
マ
ソ
ハ
イ
ム
を
媒
介
に
し
て
追
い
求
め
る
稲
上
さ
ん
が
、
〈
動
的
宗

教
〉
の
三
つ
の
社
会
機
能
（
e
過
渡
期
の
社
会
を
診
断
す
る
こ
と
．
⇔
重
要
な
問
題

に
注
意
を
焦
点
づ
け
る
こ
と
、
臼
社
会
生
活
の
い
ろ
い
ろ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
人
間
を
統
合
す

る
こ
と
）
で
断
ち
切
れ
て
し
ま
つ
た
マ
ソ
ハ
イ
ム
を
、
〈
理
想
主
義
的
社
会
革
新

型
社
会
計
画
〉
に
よ
つ
て
組
み
入
れ
よ
う
と
す
る
意
図
は
厳
し
く
も
ま
た
壮
大

で
あ
る
（
第
七
章
「
制
度
形
成
と
社
会
計
画
」
）
。
そ
し
て
、
「
こ
の
『
理
想
主
義
的
』

社
会
革
新
型
社
会
計
画
論
の
背
景
に
は
、
い
わ
ゆ
る
〈
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
終

焉
〉
（
D
．
ベ
ル
）
と
ひ
き
か
え
に
人
間
の
自
由
な
構
想
力
の
飛
翔
が
必
要
不
可

欠
な
前
提
と
な
つ
て
い
る
」
　
（
三
三
〇
頁
）
と
指
摘
す
る
そ
の
稲
上
さ
ん
の

構
想
力
の
さ
ら
な
る
展
開
を
切
望
す
る
の
は
私
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
．



〔
三
〕

　
〈
ヴ
ェ
ー
バ
τ
・
イ
ソ
・
パ
ー
ソ
ソ
ズ
V
を
教
え
て
貰
お
う
と
思
つ
て
読
み

始
め
た
の
が
、
稲
上
さ
ん
の
情
熱
と
論
理
に
ひ
つ
か
か
つ
て
．
は
じ
め
の
意
図

を
途
中
で
放
棄
し
て
し
ま
つ
た
の
に
、
読
み
終
つ
て
か
ら
気
が
つ
く
有
様
で
あ

つ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
私
の
意
図
は
十
二
分
に
果
た
さ
れ
た
の
だ
が
．
私
に
は

「
地
上
の
餌
を
つ
い
ば
む
だ
け
の
実
証
主
義
」
を
一
方
で
は
盛
行
さ
せ
た
現
代

政
治
学
の
悪
し
き
経
験
主
義
ば
か
り
見
え
て
．
そ
の
元
兇
が
〈
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・

イ
ソ
．
パ
ー
ソ
ソ
ズ
〉
に
あ
る
と
想
つ
て
い
た
、
そ
の
こ
と
が
一
面
で
は
正
し

く
と
も
、
他
面
で
は
現
代
政
治
学
者
の
怠
慢
以
外
の
何
物
で
も
な
か
つ
た
こ
と

を
．
い
ま
は
つ
き
り
知
る
の
で
あ
る
。

　
同
時
に
、
政
治
学
に
お
け
る
新
し
い
革
命
が
、
方
法
意
識
（
そ
れ
は
確
実
に
方

法
論
的
個
人
主
義
を
内
在
化
さ
せ
る
）
と
歴
史
意
識
の
結
集
の
原
点
を
探
し
当
て

る
点
に
目
を
こ
ら
し
て
お
り
、
し
た
が
つ
て
マ
ン
ハ
イ
ム
が
い
つ
た
「
思
弁
的

方
法
と
経
験
主
義
的
方
法
の
統
『
に
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
探
り
当
て
る
作

業
を
開
始
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
あ
わ
せ
る
な
ら
ぽ
、
稲
上
社
会
学
は
ま
さ
し

く
わ
れ
わ
れ
に
問
題
の
所
在
を
教
え
、
解
決
の
方
向
を
可
能
に
示
唆
し
て
い
る

と
い
え
る
。

　
だ
が
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
は
、
た
と
え
ば
正
当
性
と
合
法
性
の
合
体
と
離

反
、
生
活
形
態
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
人
間
の
営
為
と
し
て
の
政
治
に
お

け
る
伝
統
と
革
新
と
い
つ
た
視
座
が
残
つ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
一
番
や
つ
か
い

な
国
家
と
共
同
体
の
問
題
が
も
う
一
つ
そ
の
上
に
の
つ
か
つ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
稲
上
社
会
学
は
、
言
葉
の
真
の
意
味
で
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
違
い
な
い

　
　
　
紹
介
と
批
評

か
ら
、
第
七
章
付
論
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
「
市
民
運
動
」
論
の
デ
ヅ
サ
ソ
で
提

示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
と
必
ず
ク
ロ
ス
し
て
く
る
こ
と
を
予
想

も
し
楽
し
み
に
も
で
き
る
。

　
と
も
あ
れ
、
私
に
と
つ
て
は
．
少
な
く
と
も
当
分
の
間
は
、
こ
の
書
物
は
、

一
つ
の
新
し
い
局
面
を
教
示
し
て
く
れ
、
さ
ら
に
私
の
向
学
心
を
あ
お
り
、

ま
た
や
る
気
を
お
こ
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
．
現
代

の
政
治
学
の
覚
醒
に
資
す
る
こ
と
大
な
り
、
と
の
べ
て
終
る
こ
と
に
し
た
い

（
A
5
版
・
三
四
八
頁
。
木
鐸
社
・
一
九
七
四
年
刊
、
二
五
〇
〇
円
）
。
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一
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