
Title ジョン・レックス（鶴木眞・桜内篤子訳）『人種問題の社会学』 :
John Rex, Race Relations in Sociological Theory, London:
Weidenfeld and Nicolson, 1983.

Sub Title John Rex, race relations in sociological theory
Author 関根, 政美(Sekine, Masami)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1989

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.62, No.1 (1989. 1) ,p.126- 134 

JaLC DOI
Abstract
Notes 紹介と批評
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19890128-0126

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


法学研究62巻1号（’89；1）

ジ
ョ
ン
・
レ
ッ
ク
ス
（
鶴
木
眞
・
桜
内
篤
子
訳
）

『
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問
題
の
社
会
学
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本
書
は
、
英
国
を
中
心
に
活
躍
し
て
い
る
ジ
ョ
ソ
・
レ
ッ
ク
ス
に
よ
っ

て
、
自
ら
の
人
種
理
論
と
そ
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
書
か
れ
た

も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
地
域
の
人
種
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う

も
の
で
は
な
い
。
社
会
科
学
の
な
か
で
、
人
種
理
論
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
．
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
検
討
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
原
書
の
初
版
は
一
九
六
七
年
に
出
版
さ
れ
て
い

る
が
、
今
回
翻
訳
さ
れ
「
紹
介
と
批
評
」
の
対
象
と
し
た
も
の
は
、
一
九

八
三
年
に
出
版
さ
れ
た
第
二
版
で
あ
る
。

　
本
書
の
目
次
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
第
二
版
に
寄
せ
て

　
　
第
一
章
理
論
上
の
問
題

　
　
第
二
章

　
　
第
三
章

　
　
第
四
章

　
　
第
五
章

　
　
第
六
章

　
　
第
七
章

　
ま
ず
、

　
序
章
で
は
、

と
、

植
民
地
社
会
に
お
け
る
社
会
制
度

植
民
地
複
合
社
会
の
成
層
と
構
造

植
民
地
宗
主
国
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

差
別
、
搾
取
、
抑
圧
そ
し
て
人
種
差
別

人
種
主
義

人
種
関
係
研
究
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

　
　
　
　
簡
単
に
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
初
版
か
ら
第
二
版
に
か
け
て
の
著
者
の
議
論
の
展
開
過
程

　
　
本
書
で
の
重
要
な
ポ
イ
ソ
ト
が
予
め
示
さ
れ
る
。
と
同
時
に
誤
解
の

基
づ
く
批
判
に
対
す
る
反
批
判
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

　
第
一
章
で
は
、
人
種
問
題
は
社
会
科
学
の
理
論
の
な
か
で
独
自
な
地
位

を
確
保
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
レ
ッ
ク

ス
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
機
能
主
義
的
な
成
層
論
と
マ
ル
ク
ス
主
義

階
級
論
、
お
よ
び
M
・
G
・
ス
ミ
ス
に
よ
る
多
元
主
義
社
会
論
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
は
皆
人
種
理
論
を
批
判
的
に
扱
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
人
種
関
係
と
い
う
も
の
は
、
人
問
の
生
物
学
的
特
質
の
違

い
に
よ
っ
て
特
定
の
集
団
が
、
特
定
の
社
会
的
地
位
に
割
り
振
ら
れ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
人
種
に
よ
っ
て
特
定
の
社
会
関
係
が
説
明
で

き
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
、
も
と
も
と
こ
う
し
た
分
野
を
設
定
す
る
必

要
は
な
い
。
機
能
主
義
的
成
層
論
に
し
ろ
、
階
級
理
論
に
し
ろ
、
ま
た

M
・
G
・
ス
ミ
ス
の
主
張
す
る
多
元
主
義
論
に
し
ろ
．
こ
れ
ら
は
社
会
の

な
か
に
見
ら
れ
る
構
造
的
差
別
、
あ
る
い
は
社
会
・
経
済
的
地
位
の
差
異
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紹介と批評

を
．
支
配
者
側
の
人
々
が
、
そ
の
支
配
と
搾
取
関
係
を
適
当
に
理
由
づ
け
、

正
当
化
す
る
た
め
に
人
種
理
論
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
す
な

わ
ち
、
人
種
主
義
的
信
念
が
そ
う
し
た
社
会
構
造
を
決
定
す
る
も
の
で
は

な
い
と
考
え
る
（
二
六
頁
）
。

　
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
人
種
関
係
の
社
会
学
は
あ
ま

り
意
味
が
な
い
。
そ
こ
で
、
レ
ッ
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
社
会
学

の
研
究
対
象
と
な
る
い
ろ
い
ろ
な
社
会
的
状
況
や
過
程
の
う
ち
、
ど
れ
が

人
種
関
係
と
い
う
社
会
学
の
一
分
野
に
属
す
る
か
を
見
極
め
る
の
が
先
決

だ
。
も
っ
と
も
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
特
定
の
状
況
や
構
造
や
過
程
、

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
分
野
が
実
在
す
る
の
か
と
疑
う
根
拠
が
な
く
も
な
い
。

し
か
し
、
も
し
他
の
現
象
（
た
と
え
ぽ
階
級
）
と
は
性
質
を
は
っ
き
り
異
に

す
る
一
連
の
社
会
的
現
象
が
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
わ
れ

わ
れ
の
主
張
を
立
証
で
き
た
こ
と
に
な
る
」
（
二
五
－
六
頁
）
。
要
す
る
に
、

「
あ
る
人
物
と
、
社
会
に
お
け
る
地
位
は
、
膚
の
色
を
地
位
に
結
び
つ
け

る
参
加
者
の
論
理
に
し
た
が
っ
て
決
め
ら
れ
る
」
（
二
七
頁
）
と
い
う
事
態

を
指
摘
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
レ
ッ
ク
ス
は
、
基
本
的
に
は
階
級
理
論
の
重
要
性
を
認
め
、
自
ら
の
人

種
理
論
研
究
も
階
級
分
析
に
多
く
を
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら

も
、
す
べ
て
の
不
平
等
を
経
済
形
態
に
還
元
し
て
し
ま
う
立
場
を
嫌
う
と

と
も
に
、
労
働
者
階
級
で
も
人
種
的
、
民
族
的
に
違
う
人
々
は
容
易
に
団

結
で
ぎ
な
い
と
い
う
経
験
的
事
実
を
重
視
し
、
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
説
明

要
因
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
（
二
九
頁
）
。
こ
の
点
で
多
元
的
な
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
階
級
論
に
接
近
す
る
が
、
人
種
的
要
因
を
軽
視
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー

を
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
．

　
ま
た
、
成
層
論
に
対
し
て
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
地
位
の
序
列
化
の
た

め
に
は
、
社
会
の
構
成
員
が
す
べ
て
共
通
の
価
値
観
、
す
な
わ
ち
、
評
価

の
基
準
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
が
、
人
種
関
係
に
は
そ
の

よ
う
な
も
の
が
期
待
で
き
な
い
と
す
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
で
さ
え
民
族
性
を
、

成
層
の
全
般
的
な
パ
タ
ー
ン
の
な
か
で
の
例
外
と
し
て
扱
っ
て
い
る
で
は

な
い
か
と
指
摘
す
る
（
三
六
頁
）
。
ス
ミ
ス
の
多
元
主
義
論
で
は
、
人
種
関

係
と
見
ら
れ
る
も
の
も
、
政
治
的
、
社
会
的
、
経
済
的
、
文
化
的
要
因
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
が
、
レ
ッ
ク
ス

は
と
も
か
く
も
人
種
論
に
よ
っ
て
社
会
関
係
が
規
定
さ
れ
る
状
況
が
あ
る

こ
と
に
固
執
す
る
（
四
二
頁
）
。

　
レ
ッ
ク
ス
は
、
そ
こ
で
人
種
関
係
を
め
ぐ
る
社
会
学
の
分
野
を
見
極
め

る
上
で
重
要
な
三
つ
の
要
素
を
以
下
の
よ
う
に
示
す
（
五
二
頁
）
．

　
　
（
一
）
　
集
団
の
間
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
分
化
、
不
平
等
、
多
元
性
の

　
　
　
状
況

　
　
（
二
）
　
そ
の
よ
う
な
集
団
を
、
外
見
、
文
化
そ
し
て
と
き
に
は
そ
の

　
　
　
先
祖
だ
け
で
は
っ
ぎ
り
区
別
し
う
る
こ
と

　
　
（
三
）
　
明
白
な
、
あ
る
い
は
暗
黙
の
論
理
（
そ
れ
は
生
物
学
的
な
論

　
　
　
理
で
あ
る
こ
と
が
多
い
）
に
よ
る
差
別
の
説
明
あ
る
い
は
正
当
化

　
こ
の
よ
う
な
時
、
人
種
関
係
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
レ
ッ
ク
ス
は
考
え

る
が
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
支
配
集
団
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
関
係
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
と
く
に
、
支
配
集
団
か
ら
見
た
場
合
は
以
下
の
通
り
と
な

る
（
四
八
ー
九
頁
）
。

127



法学研究62巻1号（’89：1）

　
　
一
　
同
化

　
　
　
（
a
）
強
制
さ
れ
た
同
化

　
　
　
（
b
）
容
認
さ
れ
た
同
化

　
　
二
　
多
元
主
義

　
　
三
　
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
法
的
保
護

　
　
四
　
人
間
集
団
の
移
動

　
　
　
（
a
）
平
和
的
移
動

　
　
　
（
b
）
強
制
的
移
動

　
　
五
　
従
属
関
係
の
継
続

　
　
六
　
残
滅

　
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
考
え
ら
れ
る
集
団
と
し
て
は
、
（
一
）
被
征
服
者
、

（
二
）
権
利
を
剥
奪
さ
れ
た
奴
隷
，
（
三
）
貧
し
い
移
民
．
（
四
）
政
治
的
難
民
、

（
五
）
契
約
労
働
者
、
（
六
）
商
業
に
従
事
す
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
あ
げ
て
い

る
が
（
五
〇
頁
）
、
第
一
章
で
は
人
種
関
係
の
存
在
と
そ
の
社
会
学
の
可
能

性
と
と
も
に
、
具
体
的
に
支
配
者
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
の
関
係
状
況
に
つ

い
て
論
じ
ら
れ
る
。

　
第
二
章
は
、
人
種
関
係
が
生
じ
る
の
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
人
種
的
に

異
な
る
社
会
集
団
が
出
会
う
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
植
民
地
で
の
人
種
関

係
が
問
題
と
な
る
。
レ
ッ
ク
ス
は
、
異
人
種
の
接
触
が
行
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
を
フ
・
γ
テ
ィ
ア
と
呼
び
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
集
団
が
征
服
な
ど
に

よ
っ
て
社
会
に
編
入
さ
れ
る
と
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
消
失
す
る
と
い
う
。
そ

こ
で
、
問
題
と
す
べ
き
は
、
な
に
よ
り
も
こ
う
し
た
社
会
で
は
、
社
会
の

構
成
員
の
間
に
統
合
酌
価
値
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
五
五

頁
）
。
そ
の
結
果
、
「
社
会
組
織
の
中
に
各
集
団
を
結
び
つ
け
る
規
範
的
な

秩
序
が
な
い
限
り
、
服
従
は
政
治
的
・
経
済
的
要
素
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な

い
と
考
え
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
強
制
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
経
済
的
利

益
に
つ
な
が
っ
て
初
め
て
服
従
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
」
（
五
五
頁
）
．

　
こ
う
し
た
形
で
被
征
服
集
団
が
編
入
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
は
「
階
級
の

区
別
よ
り
も
っ
と
根
本
的
な
区
別
が
あ
る
。
そ
し
て
非
征
服
者
が
特
殊
な

肉
体
的
特
徴
や
特
殊
な
文
化
的
習
慣
な
ど
、
目
に
見
え
る
違
い
を
も
っ
て

い
る
な
ら
ば
、
他
の
集
団
へ
の
移
動
の
可
能
性
は
な
く
な
る
」
（
五
九
頁
）

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
関
係
は
、
基
本
的
に
高
度
に
発
達
し
た
資

本
主
義
社
会
と
は
異
な
り
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
「
冒
険
的
、

略
奪
的
資
本
主
義
」
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
資
本
主
義
市
場
の
法

則
に
依
拠
す
る
階
級
分
析
も
、
ま
た
統
合
的
価
値
の
存
在
を
前
提
と
す
る

成
層
論
も
．
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
。
そ
こ
は
．
人
種
観
念
を
基
礎
と
し

た
強
制
的
統
合
あ
る
い
は
支
配
の
世
界
な
の
で
あ
る
。

　
レ
ッ
ク
ス
は
こ
う
し
た
植
民
地
世
界
の
仕
組
み
を
エ
ス
テ
ー
ト
・
シ
ス

テ
ム
と
し
て
類
型
化
す
る
（
六
一
頁
）
。
具
体
的
に
は
、
ス
ペ
イ
ソ
領
ア
メ

リ
カ
の
エ
ン
コ
ミ
エ
ソ
ダ
、
レ
バ
ー
テ
ィ
エ
ミ
エ
ソ
ト
、
南
ア
フ
リ
ヵ
の

パ
ス
制
度
、
北
米
の
奴
隷
制
度
な
ど
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
し
か
し
、
形

態
上
の
違
い
は
と
も
か
く
も
異
人
種
が
接
触
し
、
そ
の
結
果
一
方
が
征
服

さ
れ
、
強
制
的
統
合
、
支
配
の
下
に
置
か
れ
た
と
き
人
種
関
係
が
生
ま
れ

る
。
こ
う
し
て
編
入
さ
れ
た
人
々
は
、
レ
ッ
ク
ス
に
よ
れ
ば
「
外
的
プ
・

レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
と
な
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
植
民
地
で
の
支
配
従
属
関

係
は
、
植
民
地
宗
主
国
に
お
い
て
も
再
生
産
さ
れ
る
（
七
八
頁
）
。
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第
三
章
で
は
、
統
合
的
規
範
、
価
値
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、

異
な
る
人
種
が
強
制
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
植
民
地
社
会
の
人
種
集

団
の
関
係
に
つ
い
て
扱
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
レ
ッ
ク
ス
は
成
層
と
い
う
概

念
を
考
察
し
、
伝
統
的
成
層
概
念
で
は
人
種
関
係
を
分
析
で
き
な
い
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
．
本
章
の
前
半
で
は
、
主
と
し
て
機
能
主
義
的
な
成
層

論
の
限
界
を
論
じ
る
こ
と
に
ス
ペ
ー
ス
を
費
や
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
機

能
主
義
的
な
成
層
論
が
、
市
場
機
能
を
中
心
と
し
た
社
会
の
統
合
状
況
お

よ
び
、
人
々
の
職
業
、
威
信
の
評
価
上
の
コ
ソ
セ
ソ
サ
ス
を
前
提
と
し
て

い
る
が
、
そ
れ
は
、
人
種
的
に
異
な
り
、
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
な

強
制
的
支
配
関
係
を
土
台
と
す
る
よ
う
な
植
民
地
社
会
の
分
析
に
、
あ
ま

り
役
立
た
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
レ
ッ
ク
ス
が
論
じ
た
い
こ
と
は
、
植
民
地
社
会
が
複
合
社
会
で

あ
り
、
社
会
的
に
も
基
本
的
に
不
安
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
一

一
七
頁
）
。
す
な
わ
ち
、
白
人
に
よ
る
第
一
次
植
民
者
に
次
い
で
、
一
般
的

に
は
白
人
植
民
老
の
補
助
的
な
役
割
を
行
う
有
色
人
（
イ
ン
ド
人
、
中
国
人

な
ど
）
が
、
第
二
次
植
民
者
と
し
て
流
入
し
て
く
る
が
（
一
〇
五
頁
）
、
こ
う

し
た
移
民
の
形
態
は
人
種
構
成
を
複
雑
に
し
て
い
る
．
そ
れ
故
に
、
階
級

分
析
が
想
定
す
る
人
種
の
垣
根
を
越
え
た
労
働
者
の
連
帯
を
不
可
能
と
し
、

階
級
闘
争
は
民
族
闘
争
の
形
を
と
る
．
む
し
ろ
、
植
民
地
は
第
一
次
植
民

者
の
強
制
的
支
配
の
下
に
辛
う
じ
て
安
定
を
保
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
た
め
に
、
「
こ
の
よ
う
な
社
会
は
、
植
民
地
支
配
勢
力
が
撤
退
す
る

と
不
安
定
な
状
況
に
お
か
れ
る
」
（
一
〇
六
頁
）
．
独
立
後
、
人
種
的
な
政

治
闘
争
が
新
興
諸
国
に
多
い
の
嫁
こ
の
せ
い
で
あ
る
．

　
と
こ
ろ
で
、
植
民
地
社
会
に
お
い
て
は
強
制
的
な
統
合
力
に
よ
る
秩
序

が
辛
う
じ
て
守
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
さ
ら
に
強
固
な
も
の
と
し
て
正

当
化
す
る
た
め
に
、
人
種
主
義
が
用
い
ら
れ
る
．
要
す
る
に
、
異
人
種
間

の
人
々
の
征
服
に
よ
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
植
民
地
に
お
い
て
は
、
必
然
的

に
人
種
的
基
準
に
基
づ
い
た
複
合
社
会
が
で
き
、
そ
こ
に
は
強
制
的
サ
ン

ク
シ
ョ
ソ
と
、
人
種
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

強
制
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
ば
か
り
で
は
不
十
分
な
の
で
、
時
に
は
被
支
配
者

に
対
す
る
脱
文
化
化
の
努
力
も
行
い
、
そ
の
適
応
程
度
に
よ
っ
て
処
遇
を

変
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
．
奇
妙
に
も
原
住
民
の
生
活
を
守
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
宣
教
師
な
ど
に
よ
る
ミ
ッ
シ
ョ
γ
活
動
に
よ
る
布
教
、
教

育
が
、
そ
の
目
的
に
大
い
に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
（
一
〇
九
頁
）
。

　
第
四
章
で
は
、
議
論
は
植
民
地
社
会
か
ら
植
民
地
宗
主
国
へ
と
大
き
く

展
開
す
る
。

　
一
般
に
、
植
民
地
は
差
別
、
不
平
等
を
と
も
な
う
人
種
的
複
合
性
、
強

制
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
、
人
種
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
が
、

近
代
社
会
で
あ
る
植
民
地
宗
主
国
で
は
、
文
化
的
統
一
、
価
値
的
コ
ン
セ

ソ
サ
ス
、
規
範
的
サ
ソ
ク
シ
ョ
ソ
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
．
そ
こ
に

は
、
不
安
定
な
植
民
地
、
安
定
的
で
近
代
的
な
宗
主
国
と
い
っ
た
対
照
が

強
調
さ
れ
て
い
る
．
し
か
し
、
レ
ッ
ク
ス
は
植
民
地
宗
主
国
に
あ
っ
て
も
、

「
人
種
関
係
問
題
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
構
造
田
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
特

徴
が
発
達
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
ど
う
か
」
の
考
察
が
必
要
だ
と
す
る

（
二
δ
1
一
頁
）
。
レ
ッ
ク
ス
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
植
民
地
社
会
と
同

じ
複
合
性
が
見
い
だ
せ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
も
第
三
章
と
詞
じ
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よ
う
に
．
価
値
的
統
合
性
を
前
提
と
す
る
機
能
主
義
的
成
層
論
で
は
．
こ

の
点
を
十
分
明
ら
か
に
で
き
な
い
と
し
て
、
や
は
り
本
章
の
前
半
部
分
を

そ
の
批
判
に
費
や
し
て
い
る
。

　
結
局
、
宗
主
国
の
価
値
的
統
合
と
い
っ
て
も
、
そ
の
価
値
は
支
配
階
級

の
価
値
で
あ
り
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
階
級
闘
争
の
休
戦
状
況
の
な
か
で
一

時
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
レ
ッ
ク
ス
は
い
う
（
一
二

七
頁
）
。
た
だ
、
そ
れ
を
機
能
主
義
者
達
は
永
続
的
な
も
の
と
見
な
そ
う
と

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
主
国
の
一
般
労
働
者
達

は
、
階
級
闘
争
の
休
戦
状
況
の
な
か
で
は
職
業
構
造
、
コ
ミ
ラ
一
テ
ィ
構

造
、
教
育
と
権
力
の
イ
メ
ー
ジ
を
開
放
的
、
昇
進
可
能
な
も
の
と
理
解
す

る
の
で
、
社
会
は
す
ぐ
れ
て
安
定
的
に
な
る
（
二
二
〇
頁
）
．
し
か
し
、
こ

れ
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
わ
れ
る
人
々
に
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
経
験
的
な
調
査
か
ら
、
レ
ッ
ク
ス
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
十
分
社
会
に
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
結
論
す
る
。
そ
し
て
、
「
宗
主
国
の
市
民
が
描

く
植
民
地
か
ら
の
移
民
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
、
ど
の
要
素
が
宗
主
国
の
成
層

構
造
に
お
け
る
移
民
の
位
置
づ
け
に
も
っ
と
も
大
き
く
作
用
す
る
か
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
が
み
て
も
っ
と
も
影
響
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
植

民
地
出
身
の
労
働
者
の
暗
黙
の
政
治
的
・
経
済
的
地
位
、
そ
し
て
文
化
的

進
化
の
程
度
、
さ
ら
に
は
膚
の
色
を
初
め
と
す
る
肉
体
的
特
性
で
あ
る
」

（
一
四
〇
頁
）
。
要
す
る
に
、
彼
ら
は
「
野
蛮
人
」
で
あ
り
「
テ
ロ
リ
ス
ト
」

で
あ
り
、
宗
主
国
の
労
働
者
階
級
か
ら
も
遠
ざ
け
ら
れ
る
。
「
し
た
が
っ

て
、
支
配
階
級
の
価
値
体
系
か
ら
も
、
宗
主
国
の
労
働
者
階
級
の
対
抗
価

値
体
系
か
ら
も
、
そ
し
て
休
戦
の
価
値
体
系
か
ら
も
、
植
民
地
出
身
の
人

間
ば
正
常
な
社
会
の
成
層
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
地
位
の
部
外
者
な
の
で

あ
る
．
彼
ら
は
成
層
体
系
の
最
底
辺
よ
り
さ
ら
に
下
に
お
り
、
彼
ら
が
成

層
に
組
み
込
ま
れ
る
た
め
に
は
彼
ら
の
地
位
が
変
わ
る
か
、
そ
れ
と
も
体

系
を
拡
大
し
複
雑
に
し
て
彼
ら
の
地
位
を
も
組
み
込
む
よ
う
に
す
る
か
で

あ
る
」
（
一
四
一
頁
）
。

　
植
民
地
か
ら
の
労
働
者
は
、
「
補
充
労
働
者
」
（
一
四
三
頁
）
と
し
て
扱
わ

れ
、
彼
ら
の
子
孫
も
成
層
体
系
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
部
外
者
と
な
り
や

す
い
。
さ
ら
に
、
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
と
し
て
扱
わ
れ
、
失
業
、
劣
悪
な
住

宅
状
況
も
彼
ら
有
色
人
移
民
の
せ
い
に
さ
れ
や
す
い
。
こ
う
し
た
形
で
の

欲
求
不
満
の
解
消
に
よ
り
、
「
憤
り
を
外
集
団
（
よ
そ
者
）
に
む
け
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
脱
政
治
段
階
に
あ
る
社
会
秩
序
の
団
結
が
保
た
れ
る
の

で
あ
る
」
（
一
四
四
頁
）
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
レ
ッ
ク
ス
は
．
移
民
労

働
者
達
が
永
久
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
な
り
、
逆
に
「
永
久
的
に
過
激
な
自

己
防
衛
の
態
度
を
見
に
付
け
」
、
そ
の
結
果
、
「
宗
主
国
社
会
が
未
編
入
の

植
民
地
出
身
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
抱
え
込
み
な
が
ら
存
続
で
き
る
か
ど
う
か

も
問
う
必
要
が
あ
る
」
（
一
五
〇
頁
）
と
、
深
刻
な
問
い
か
け
を
す
る
．

　
第
五
章
、
第
六
章
で
は
、
第
五
章
の
最
後
の
深
刻
な
問
い
か
け
を
受
け
、

社
会
に
お
け
る
人
種
関
係
の
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
強
調
さ

れ
る
．
今
ま
で
は
、
植
民
地
社
会
お
よ
び
宗
主
国
に
お
い
て
人
種
関
係
が

発
生
す
る
制
度
的
、
構
造
的
条
件
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
．
し
か
し
、

①
具
体
的
に
特
定
の
集
団
が
人
種
的
基
準
に
よ
っ
て
特
定
の
扱
い
を
受
け
、

そ
し
て
、
②
そ
の
状
況
を
定
義
し
、
正
当
化
す
る
特
定
の
理
論
の
発
展
が

な
け
れ
ば
、
人
種
関
係
状
況
と
は
い
え
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
論
じ
始
め
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紹介と批評

る
（
一
五
一
頁
）
。
前
者
に
つ
い
て
第
五
章
で
、
後
者
に
つ
い
て
第
六
章
で

論
じ
る
。

　
第
五
章
で
は
、
人
種
関
係
状
況
と
は
．
生
得
的
な
役
割
配
分
が
特
定
集

団
の
経
済
・
社
会
的
地
位
を
決
定
す
る
と
い
う
状
況
が
あ
り
、
そ
こ
に
ま

ず
な
ん
ら
か
の
対
立
が
生
じ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
レ
ッ
ク

ス
は
、
人
種
関
係
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
成
層
や
構
成
部
分
の
間
に

高
度
な
対
立
が
存
在
し
、
そ
れ
が
人
種
理
論
に
根
拠
を
有
す
る
場
合
で
、

な
お
か
つ
以
下
の
よ
う
な
対
立
が
考
え
ら
れ
る
と
す
る
（
一
五
五
頁
）
。

　
　
（
一
）
　
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
が
下
か
ら
成
層
体
系
に
入
ろ
う
と
す
る

　
　
　
と
き
に
生
じ
る
対
立

　
　
（
二
）
　
限
ら
れ
た
資
源
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
以
上
の
集
団
が
競
合
す
る

　
　
　
と
き
に
起
き
る
対
立

　
　
（
三
）
　
他
の
集
団
に
対
し
て
抑
圧
的
政
策
（
窪
巳
馨
Φ
旦
試
邑
を
と

　
　
　
る
と
き
の
状
況

　
　
（
四
）
　
他
の
集
団
の
労
働
力
を
組
織
的
に
搾
取
し
よ
う
と
す
る
と
ぎ

　
　
　
の
状
況

　
　
（
五
V
　
内
戦
に
近
い
状
況

　
こ
う
し
た
対
立
を
避
け
る
た
め
に
、
受
け
入
れ
社
会
は
様
々
な
対
策
を

と
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
第
一
章
で
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

「
従
属
関
係
の
持
続
」
、
す
な
わ
ち
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
同
化
し
た
く
と
も
受

け
入
れ
社
会
が
許
し
て
く
れ
な
い
こ
と
を
問
題
視
し
て
論
述
を
進
め
る
。

そ
し
て
、
人
種
集
団
間
の
対
立
は
、
成
層
論
、
多
元
的
社
会
論
、
知
識
社

会
学
、
思
想
史
の
み
で
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
人
種
関
係

の
社
会
学
の
必
要
性
を
再
度
強
調
す
る
、

　
第
六
章
で
は
、
人
種
主
義
理
論
の
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
論
じ
ら
れ
る
。

パ
レ
ー
ト
の
「
残
基
」
お
よ
び
「
派
生
体
」
の
概
念
を
利
用
し
て
、
人
間

は
人
間
の
非
論
理
的
行
動
を
合
理
的
に
解
釈
し
、
自
分
の
行
動
を
な
ん
と

か
知
的
に
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
（
一
七
一
頁
）
、
と
い
う
前
提
で

議
論
を
開
始
す
る
．
い
ず
れ
に
し
ろ
、
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
行

う
人
種
的
基
準
に
基
づ
い
た
行
動
（
感
情
、
政
策
、
評
価
、
信
念
）
を
、
初
め

は
場
当
た
り
的
に
適
当
に
説
明
し
て
済
ま
す
。
こ
れ
は
一
般
大
衆
の
場
合

そ
れ
で
十
分
で
あ
る
が
、
よ
り
一
貫
性
の
高
い
包
括
的
な
思
想
体
系
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
（
一
八
八
頁
）
．
こ
う
し
て
、
遺
伝

的
特
徴
と
結
び
付
け
ら
れ
た
人
種
理
論
は
、
確
固
た
る
も
の
に
な
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
第
一
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
議
論
を
し
て
き
た
が
、
と
も
か
く

も
人
種
関
係
が
発
生
す
る
社
会
状
況
（
第
二
、
三
、
四
章
）
、
そ
し
て
発
生
し

た
後
の
社
会
状
況
（
第
五
章
）
と
、
人
種
関
係
状
況
を
正
当
化
す
る
人
種
理

論
の
体
系
化
（
第
六
章
）
が
論
じ
ら
れ
て
ぎ
た
．
と
こ
ろ
で
最
後
の
第
七
章

で
あ
る
．
こ
こ
で
レ
ッ
ク
ス
は
、
今
ま
で
植
民
地
社
会
に
お
け
る
人
種
関

係
状
況
と
植
民
地
宗
主
国
の
人
種
関
係
状
況
を
、
個
々
別
々
に
見
て
き
た

形
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
こ
の
二
つ
の
状
況
は
別
々
の
も
の
で
は
な
く
、

イ
マ
ヌ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
タ
イ
ン
が
発
展
さ
せ
た
世
界
シ
ス
テ
ム
論

が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
単
一
の
資
本
主
義
体
系
の
下
に
見
ら
れ
る
二

つ
の
異
な
る
生
産
制
度
と
し
て
把
握
で
き
る
も
の
だ
と
い
う
（
二
〇
六
頁
）
．

つ
ま
り
、
か
つ
て
の
植
民
地
社
会
の
人
種
関
係
は
、
一
方
で
先
進
諸
国
に
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よ
る
支
配
搾
取
（
新
植
民
地
主
義
）
と
い
う
形
で
持
続
し
て
い
る
傾
向
が
あ

る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
植
民
地
宗
主
国
内
に
お
け
る
旧
植
民
地
か
ら
の

移
民
労
働
者
の
支
配
搾
取
問
題
と
し
て
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
ま
さ
に
英
国
の
植
民
地
関
係
を
考
え
て
み
る
と
、
「
四
〇
〇
年
以
上
に

わ
た
る
大
英
帝
国
」
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
現
在
の
旧
植
民
地
宗
主
国
で
は
、
白
人
中
心
の
「
先
進
的
資

本
主
義
」
に
基
づ
く
労
働
市
場
で
の
搾
取
と
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
て
い

る
有
色
人
中
心
の
「
周
辺
的
資
本
主
義
」
（
ウ
ェ
ー
パ
ー
の
い
う
略
奪
的
資
本

主
義
）
で
の
搾
取
と
い
う
二
重
構
造
の
存
在
を
強
調
す
る
。
後
者
は
、
ま

さ
に
人
種
関
係
に
基
づ
い
た
強
制
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
働
く
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
の
結
果
、
第
四
章
で
扱
っ
た
よ
う
な
状
況
が
宗
主
国
に
現
出
す
る

の
で
あ
る
。
レ
ッ
ク
ス
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
人
種
関
係
研
究
の
た
め

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
提
出
す
る
。
そ
れ
に
ょ
り
、
植
民
地
社
会
が
植
民
地
化

さ
れ
る
以
前
か
ら
、
独
立
し
て
脱
植
民
地
化
の
過
程
を
歩
む
な
か
に
存
在

す
る
、
歴
史
的
な
人
種
関
係
の
変
遷
を
見
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
同
時

に
、
他
方
で
旧
植
民
地
か
ら
の
移
民
労
働
者
を
受
け
入
れ
た
宗
主
国
で
の

人
種
関
係
も
理
解
で
き
る
。
少
な
く
と
も
、
植
民
地
で
の
人
種
関
係
が
宗

主
国
で
の
関
係
を
規
定
す
る
と
す
れ
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。
レ
ッ
ク
ス
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
で
は
以
下
の
変
数
が
考
慮
さ
れ
る
。

「
構
成
的
変
数
」
と
し
て
は
、
一
、
植
民
地
化
以
前
の
社
会
形
態
、
二
、

植
民
地
詐
取
の
基
本
形
態
、
三
、
社
会
成
層
関
係
、
ま
た
、
「
過
程
的
変

数
」
と
し
て
は
、
一
、
経
済
の
自
由
化
、
二
、
政
治
的
独
立
、
三
、
世
界

体
系
へ
の
編
入
、
四
、
階
級
闘
争
お
よ
び
革
命
の
内
部
過
程
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
個
々
の
変
数
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
詳
し
く
説
明
で
き
な
い
が
、

構
成
的
変
数
の
一
、
二
、
三
お
よ
び
過
程
的
変
数
の
一
、
二
に
つ
い
て
は

既
に
第
二
童
、
第
三
章
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
残
り
の
も
の
は
、
世
界
シ

ス
テ
ム
で
の
位
置
付
け
と
、
内
部
で
の
階
級
運
動
で
あ
る
が
、
後
者
に
つ

い
て
は
人
種
的
な
階
級
形
成
が
一
般
的
な
の
で
、
先
進
国
の
階
級
分
析
を

そ
の
ま
ま
応
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
（
二
二
八
頁
）
。
な
お
、
宗

主
国
の
分
析
に
お
い
て
は
、
有
色
人
労
働
者
が
「
階
級
外
階
級
」
（
β
呂
宰

。
一
器
㎝
）
と
し
て
改
め
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
（
壬
二
八
頁
）
。

　
さ
て
、
長
々
と
さ
ほ
ど
分
厚
い
も
の
で
は
な
い
本
書
の
粗
筋
を
追
っ
て

き
た
。
レ
ッ
ク
ス
は
こ
の
本
で
、
人
種
問
題
は
階
級
問
題
、
あ
る
い
は
成

層
分
析
に
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
階
級
分
析
に
立
つ
レ
ッ
ク
ス
と

し
て
も
、
人
種
意
識
を
虚
偽
意
識
、
あ
る
い
は
単
な
る
搾
取
の
正
当
化
の

道
具
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
階
級
分
析
の
緻
密
化
の
た
め
に
も
独
自

に
研
究
す
べ
ぎ
対
象
で
あ
る
と
主
張
し
た
（
多
元
的
階
級
論
）
。
そ
し
て
、

人
種
（
に
基
づ
く
階
級
）
関
係
が
ど
の
よ
う
な
条
件
で
発
生
し
、
そ
れ
を
人

種
関
係
と
呼
ぶ
た
め
の
条
件
と
は
何
か
考
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
基
本
的
に
異
人
種
間
の
接
触
に
よ
っ
て
そ
れ
は
引
き
起
こ
さ
れ
、

対
立
関
係
が
生
じ
た
時
に
存
在
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
う

し
て
も
植
民
地
時
代
か
ら
の
分
析
が
必
要
に
な
る
。

　
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
植
民
地
お
よ
び
宗
主
国
の
異
人
種
間
の
階
級
関

係
は
、
先
進
国
の
資
本
主
義
関
係
分
析
を
土
台
に
発
展
し
て
き
た
階
級
分

析
で
は
不
十
分
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
．
や
は
り
、
経
済
的
利
害
だ
け
で
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は
な
く
、
人
種
意
識
と
い
う
非
合
理
的
な
要
素
の
分
析
が
重
要
と
な
る
。

そ
こ
か
ら
、
階
級
分
析
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
補
足
す
る
よ
う
な

人
種
関
係
の
社
会
学
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
．

　
評
者
と
し
て
は
、
階
級
分
析
、
成
層
分
析
の
不
十
分
さ
を
補
い
、
人
種

関
係
の
社
会
学
の
存
在
を
強
調
す
る
レ
ッ
ク
ス
を
好
ま
し
く
思
う
。
と
く

に
、
非
歴
史
的
に
な
り
や
す
い
成
層
分
析
に
対
し
、
歴
史
的
視
点
、
と
く

に
第
二
版
で
強
調
さ
れ
た
世
界
シ
ス
テ
ム
論
的
な
視
点
の
強
調
は
も
っ
と

も
な
こ
と
だ
と
思
う
。
ま
た
、
人
種
意
識
を
単
純
な
虚
偽
意
識
と
し
て
退

け
、
安
易
に
労
働
者
の
団
結
を
説
く
階
級
論
者
に
待
っ
た
を
か
け
た
こ
と

も
理
解
で
き
る
。
さ
ら
に
、
最
近
で
は
人
種
関
係
よ
り
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク

関
係
を
強
調
す
る
風
潮
が
強
く
な
る
な
か
で
、
人
種
関
係
の
特
殊
性
に
固

執
す
る
点
も
納
得
が
い
く
。
そ
し
て
、
人
種
関
係
の
発
生
が
、
強
制
的
サ

ソ
ク
シ
ョ
y
を
と
も
な
う
略
奪
的
資
本
主
義
に
支
配
さ
れ
た
植
民
地
の
社

会
構
造
に
起
因
し
て
い
る
と
し
て
、
人
種
関
係
の
発
生
を
人
種
意
識
、
偏

見
と
い
っ
た
非
合
理
的
な
心
理
的
要
因
に
の
み
帰
そ
う
と
す
る
心
理
主
義

的
な
議
論
を
批
判
す
る
が
、
そ
れ
も
賛
成
で
き
る
。
レ
ッ
ク
ス
は
構
造
的

要
因
に
つ
い
て
も
十
分
な
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
社
会
科
学

理
論
の
合
理
主
義
的
偏
向
に
つ
い
て
も
批
判
を
向
け
、
人
種
意
識
の
非
合

理
性
も
無
視
し
な
い
。
階
級
論
に
立
つ
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
し

て
は
、
大
変
．
ハ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
も
の
に
思
え
る
。

　
し
か
し
、
問
題
は
人
種
関
係
の
独
自
性
が
主
張
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
が
い
つ
も
資
本
主
義
と
の
み
結
び
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
こ
の
場
合
、
略
奪
的
資
本
主
義
の
こ
と
を
い
う
が
、

こ
れ
も
資
本
主
義
に
違
い
な
い
。
レ
ッ
ク
ス
は
近
代
的
資
本
主
義
に
す
べ

て
の
植
民
地
が
編
入
さ
れ
れ
ば
、
人
種
関
係
に
基
づ
く
搾
取
関
係
は
な
く

な
る
．
そ
し
て
残
る
の
は
、
市
場
関
係
に
よ
る
搾
取
関
係
の
み
に
な
り
、

そ
う
な
れ
ば
従
来
の
階
級
分
析
が
生
き
て
く
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ

る
．
結
局
、
近
代
的
資
本
主
義
を
土
台
と
す
る
世
界
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
、

前
近
代
的
資
本
主
義
植
民
地
が
ど
う
編
入
さ
れ
て
い
く
か
が
問
題
と
な
る
。

宗
主
国
で
は
、
こ
れ
ら
が
二
重
構
造
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
り
、
後
者
が

ど
う
変
要
し
て
い
く
か
が
焦
点
と
な
る
。

　
確
か
に
、
レ
ッ
ク
ス
は
人
種
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
「
独
自
な
生

命
を
持
ち
始
め
．
集
団
の
境
界
線
を
規
定
し
、
階
級
内
お
よ
び
階
級
と
は

関
係
な
い
集
団
間
の
紛
争
を
助
長
す
る
」
（
二
四
〇
頁
）
こ
と
も
あ
る
と
し

て
、
人
種
関
係
の
解
決
に
対
し
悲
観
的
で
あ
る
．
と
は
い
え
、
資
本
主
義

と
人
種
関
係
と
の
関
連
に
固
執
す
る
点
で
階
級
論
者
の
範
疇
に
レ
ッ
ク
ス

が
入
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
．
評
者
は
も
っ
と
広
い
意
味
で
の
人
種
関
係

の
発
生
と
存
在
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
．
そ
れ
は
、
常
に
資
本
主

義
的
な
関
係
の
な
か
に
の
み
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ

る
．
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
最
近
の
社
会
主
義
諸
国
に
お
け
る
人
種
問

題
、
民
族
問
題
が
説
明
で
き
な
い
。
現
在
の
社
会
主
義
の
人
種
間
題
は
、

す
べ
て
か
つ
て
資
本
主
義
時
代
の
名
残
な
の
か
。
こ
う
し
た
点
は
、
本
書

を
読
ん
で
い
て
ず
っ
と
疑
問
に
思
っ
た
。

　
ま
た
、
人
種
問
題
は
、
対
立
、
差
別
、
競
争
な
ど
が
存
在
す
る
と
き
の

み
発
生
す
る
も
の
と
し
て
、
レ
ッ
ク
ス
は
同
化
、
多
元
主
義
的
解
決
が
生

じ
る
過
程
に
全
く
興
味
を
示
し
て
い
な
い
が
、
評
者
か
ら
見
る
と
、
そ
う
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し
た
過
程
こ
そ
が
重
要
な
も
の
に
思
え
る
．
好
ま
し
い
人
種
関
係
な
ど
あ

り
得
な
い
と
し
て
（
一
五
九
頁
）
、
初
め
か
ら
、
人
種
関
係
を
否
定
的
な
も

の
に
限
定
し
て
い
る
の
は
、
議
論
を
狭
く
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
．
資
本
主
義
社
会
で
は
解
決
は
な
い
と
考
え
て
い
る
の
な
ら
ば
別
で
あ

る
が
、
そ
う
で
も
な
い
と
す
れ
ば
、
本
書
が
否
定
的
な
人
種
問
題
の
発
生

に
の
み
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は
ち
と
合
点
が
い
か
な
い
。
解
決
法
の
提
示

は
本
書
の
目
的
で
な
い
と
言
明
し
て
い
る
が
（
一
九
八
頁
）
、
本
書
か
ら
希

望
の
光
が
見
え
て
こ
な
い
の
は
そ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
問
題
が
、
評
者
に
は
感
じ
と
ら
れ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
人
種

問
題
を
歴
史
的
、
構
造
的
な
側
面
か
ら
論
じ
、
な
お
か
つ
人
種
意
識
の
非

合
理
性
と
も
議
論
を
結
び
付
け
た
こ
と
は
高
く
評
価
で
き
る
。
と
は
い
え
、

レ
ッ
ク
ス
の
議
論
は
．
宗
主
国
英
国
の
白
人
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
関
係
分
析

に
国
内
植
民
地
（
中
核
－
周
辺
）
論
を
応
用
し
、
文
化
的
分
業
論
を
提
唱
し

た
ヘ
ク
タ
ー
ら
の
議
論
と
よ
く
似
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
同

化
あ
る
い
は
多
元
主
義
的
解
決
を
見
い
だ
し
や
す
い
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
関

係
に
は
、
全
く
興
味
を
示
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
問

題
を
中
心
に
扱
っ
た
ヘ
ク
タ
ー
の
議
論
に
つ
い
て
、
レ
ッ
ク
ス
の
意
見
を

聞
い
て
み
た
い
。
筆
者
は
か
つ
て
、
人
種
・
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
関
係
理
論

の
整
理
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
（
本
誌
一
九
八
七
年
一
月
号
参
照
）
、
そ
の

時
点
で
は
、
レ
ッ
ク
ス
の
議
論
を
ど
う
位
置
づ
け
る
べ
き
か
検
討
し
な
か

っ
た
が
、
今
後
検
討
の
対
象
と
し
た
い
。

　
さ
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
多
文
化
社
会
研
究
に
首
を
突
っ
込
み
、
移

民
・
難
民
問
題
や
人
種
・
エ
ス
ニ
ッ
ク
問
題
に
興
味
を
持
っ
た
お
陰
で
、

本
書
の
書
評
を
書
く
羽
目
に
な
っ
た
．
日
本
で
は
伝
統
的
に
差
別
問
題
を

扱
う
人
は
多
く
て
も
、
人
種
・
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
関
係
の
理
論
を
深
く
検

討
し
、
人
種
差
別
、
人
種
主
義
の
発
生
原
因
、
結
果
そ
し
て
そ
の
解
決
に

関
し
て
体
系
だ
っ
た
理
論
的
研
究
を
行
っ
て
い
る
人
は
少
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
問
題
意
識
と
批
判
の
み
が
先
行
し
て
い
る
よ
う
だ
。
近
年
、
日

本
で
も
こ
う
し
た
問
題
に
じ
っ
く
り
と
取
り
組
む
社
会
学
者
が
増
え
て
き

始
め
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
傾
向
を
さ
ら
に
刺
激
す
る
と
い
う
意

味
で
、
本
書
の
出
版
は
タ
イ
ム
リ
！
で
あ
る
と
思
う
。
翻
訳
も
難
解
な
内

容
を
よ
く
こ
な
し
た
う
え
に
、
大
変
読
み
や
す
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
で

き
る
だ
け
多
く
の
人
々
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
嶺
書
房
、
一
九
八
七
年
、
本
文
二
五
六
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
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政
美
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