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質
的
社
会
学
と
し
て
の
生
活
史
研
究

有

末

賢

質的社会学としての生活史研究

六五四三二二一

序
－
質
的
デ
ー
タ
・
質
的
調
査
・
質
的
分
析
ー

生
活
史
研
究
の
ジ
レ
ン
マ

生
活
史
資
料
の
分
類
と
性
格

関
係
性
と
し
て
の
生
活
史
調
査

質
的
デ
ー
タ
の
比
較
分
析

結
　
　
語

一
　
序
f
質
的
デ
ー
タ
・
質
的
調
査
・
質
的
分
析
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
生
活
史
研
究
」
（
一
浮
諄
8
曼
9
＆
酵
）
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
も
筆
者
は
い
く
つ
か
の
論
稿
を
発
表
し
て
き
て
い
る
が
、
「
質
的
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

学
」
（
留
毘
藝
ぎ
ω
8
三
。
讐
）
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
初
め
て
考
察
し
て
い
く
テ
ー
マ
で
あ
る
．
こ
の
「
質
的
社
会
学
」
と

い
う
テ
ー
マ
に
結
び
つ
い
て
き
た
の
は
、
社
会
調
査
論
に
お
け
る
、
量
的
調
査
と
質
的
調
査
、
統
計
的
方
法
と
事
例
的
方
法
の
対
比
の
問
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題
で
あ
り
、
実
際
の
社
会
学
研
究
に
お
い
て
「
調
査
」
と
言
え
ば
、
量
的
調
査
、
統
計
的
方
法
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
事

実
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
社
会
学
の
歴
史
的
展
開
と
全
体
構
造
と
の
関
係
は
、
も
ち
ろ
ん
壮
大
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
、
本
稿
で
の
守
備
範
囲
を
逸
脱
す
る
も
の
で

は
あ
る
が
、
理
論
研
究
か
ら
実
証
研
究
に
結
び
つ
け
よ
う
と
「
生
活
史
」
と
い
う
、
個
別
具
体
的
な
研
究
に
着
目
し
て
き
た
筆
者
に
と
っ

て
、
こ
こ
で
再
度
「
社
会
学
の
構
造
」
に
眼
を
向
け
て
み
た
い
。
筆
者
が
修
士
論
文
で
「
批
判
的
社
会
学
序
説
」
を
書
い
た
際
に
、
各
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
つ
な
が
り
を
示
す
意
味
で
、
図
1
の
よ
う
な
相
互
連
関
図
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
社
会
学
の
三
角
錐
構
造
と
し
て
、

理
論
－
学
説
史
－
認
識
論
－
方
法
論
の
相
互
連
関
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
つ
ま
り
、
社
会
学
理
論
に
焦
点
を
あ
て
て
い
く
場
合
に

も
、
学
説
史
、
認
識
論
、
方
法
論
の
視
角
を
相
互
補
完
的
に
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
筆
者
の
関
心

か
ら
は
、
批
判
的
社
会
学
の
理
論
的
関
心
か
ら
、
学
説
史
上
で
の
古
典
理
論
の
再
考
や
認
識
論
に
お
け
る
現
象
学
の
視
点
、
そ
し
て
科
学

方
法
論
に
お
け
る
T
・
ク
！
ソ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
な
ど
を
中
心
に
と
り
あ
げ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
、
都
市
や
地
域
社
会
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
実
証
研
究
に
入
っ
て
い
く
に
従
っ
て
、
「
社
会
調
査
」
と
い
う
課
題
も

大
き
な
比
重
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
図
2
の
よ
う
な
調
査
の
視
点
も
含
め
た
社
会
学
の
構
造
連
関
図
を
考
え
た
わ
け

で
あ
る
。
社
会
調
査
に
お
い
て
も
、
社
会
調
査
史
、
調
査
の
認
識
論
、
調
査
の
方
法
論
な
ど
相
互
に
関
連
す
る
構
造
を
持
っ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
社
会
学
の
理
論
研
究
に
お
い
て
は
、
学
説
史
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
方
法
論
、
認
識
論
へ
の
配
慮
も
当
然
払
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
多
い
が
、
社
会
調
査
論
に
お
い
て
は
、
ま
だ
「
技
法
」
に
片
寄
り
が
ち
な
傾
向
が
根
強
い
と
言
え
る
。
調
査
を
理
論
と
結
び
つ
け

る
方
向
で
の
方
法
論
の
検
討
に
お
い
て
、
実
証
主
義
に
結
び
つ
く
、
仮
説
演
繹
法
や
観
察
帰
納
法
に
つ
い
て
は
多
く
の
社
会
調
査
が
論
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
質
的
調
査
法
に
結
び
つ
く
意
味
解
釈
法
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
余
り
議
論
さ
れ
て
ぎ
て
い
な
い
。
ま
し
て
、

調
査
の
認
識
論
や
学
説
史
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
社
会
調
査
史
の
系
譜
な
ど
に
つ
い
て
は
、
億
と
ん
ど
省
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
え
よ

う
。

26Q



　
例
え
ば
、
社
会
調
査
史
に
お
い
て
は
非
常
に
重
要
な
「
社
会
踏
査
」
（
弩
芭
窪
ミ
亀
）
の
伝
統
や
社
会
事
業
史
、
家
計
調
査
の
系
譜
な

ど
が
社
会
学
史
の
中
に
正
統
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
生
活
史
調
査
に
関
し
て
も
、
シ
カ
ゴ
学
派
な
ど
の
学
説
に
位
置
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
認
識
論
や
方
法
論
に
至
る
ま
で
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
社
会
調
査
、

特
に
戦
後
の
行
動
科
学
を
主
体
と
し
た
世
論
調
査
、
量
的
調
査
の
隆
盛
の
中
で
は
、
質
的
調
査
の
系
譜
や
そ
の
方
法
論
、
認
識
論
の
検
討

ま
で
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
の
目
的
は
、
質
的
社
会
学
と
し
て
の
生
活
史
研
究
と
い
う
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
を
社
会
学

研
究
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
て
み
た
い
。
こ
こ
で
、
質
的
社
会
学
と
称
し
て
い
る
内
容
は
、
質
的
デ
ー
タ
論
、
質
的
調
査
論
、
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
6
）

質
的
分
析
論
の
三
つ
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
井
腰
圭
介
は
、
「
な
ぜ
「
質
的
」
デ
ー
タ
が
必
要
な
の
か
i
見
田
・
安
田
論
争
再
考
」
の
中

質的社会学としての生活史研究

論理

学説史ぐ一一一一一一十一一一一一一一一一∫〉方法論

認識論

図書　社会学の三角錐構造

理　論

＼
　　／

／
／

学説史《一一一一一一一一一十一一一一一一一》方法L，命

論識η
ゆ

　　　調査
図2　理論一鯛査の構造連関図
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で
、
見
田
・
安
田
論
争
の
論
点
の
関
係
や
争
点
の
配
置
、
争
点
の
磁
場
と
し
て
の
潜
在
的
論
点
な
ど
詳
し
く
論
じ
て
い
る
．
〈
見
田
・
安

田
論
争
〉
と
は
、
一
九
六
五
年
の
『
社
会
学
評
論
』
（
第
一
五
巻
四
号
．
七
九
－
九
一
）
に
見
田
宗
介
が
発
表
し
た
「
『
質
的
』
な
デ
ー
タ
分

析
の
方
法
論
的
な
諸
問
題
」
と
題
す
る
論
文
に
対
し
、
一
九
七
〇
年
の
『
社
会
学
評
論
』
（
第
二
一
巻
一
号
・
七
八
ー
八
五
）
誌
上
で
安
田
三

郎
が
「
〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
質
的
デ
ー
タ
の
分
析
と
数
量
的
分
析
－
見
田
論
文
へ
の
コ
メ
ン
ト
ー
」
と
題
し
て
行
っ
た
批
判
と
、
更
に
、
そ

れ
に
対
す
る
『
付
記
』
と
い
う
形
で
、
安
田
の
「
研
究
ノ
ー
ト
」
に
対
し
て
書
か
れ
た
見
田
の
応
答
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
論
争
は
、
充

分
な
展
開
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
井
腰
に
よ
れ
ぽ
、
〈
認
識
手
段
〉
と
〈
認
識
目
標
〉
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
経
験
科
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

的
研
究
過
程
の
全
て
を
通
し
て
、
「
『
質
的
』
デ
1
タ
は
何
故
必
要
な
の
か
」
を
明
確
に
問
う
て
い
く
べ
き
で
あ
っ
た
、
と
問
題
提
起
が
な

さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
、
〈
見
田
・
安
田
論
争
〉
全
体
の
位
置
づ
け
を
論
じ
て
い
く
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
先
の
井
腰
論
文
に
も
提
起
さ
れ
て
い

る
通
り
、
「
質
的
な
デ
ー
タ
（
”
曾
＆
藝
言
鼠
§
」
「
質
的
な
分
析
（
”
曾
轟
§
ぎ
彗
鎮
冨
邑
」
「
質
的
な
命
題
（
”
曾
昌
藝
ぎ
マ
き
－

巴
養
a
名
＆
鼠
馨
Φ
α
暮
印
）
」
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
、
別
な
も
の
と
し
て
用
語
表
現
を
改
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
井
腰
の
「
な
ぜ
「
質
的
」
デ
ー
タ
が
必
要
な
の
か
」
と
い
う
間
い
か
け
を
受
け
な
が
ら
、
質
的
社
会
学
と
し
て
の
生
活
史
研

究
の
意
義
を
、
質
的
な
デ
ー
タ
の
問
題
（
第
三
節
）
、
質
的
な
調
査
の
問
題
（
第
四
節
）
、
そ
し
て
質
的
デ
ー
タ
の
比
較
分
析
の
問
題
（
第
五
節
）

に
分
け
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
質
的
社
会
学
の
構
築
へ
向
け
て
の
準
備
を
進
め
て
い
く
前
に
、
最
近
の
生
活
史
研
究
の
蓄
積
か
ら
、
批
判
点
や
限

界
論
も
含
め
た
検
討
（
第
二
節
）
を
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
筆
者
を
含
め
た
多
く
の
論
者
た
ち
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
「
生
活
史
研
究

　
　
　
　
（
8
）

の
多
様
な
展
開
」
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
生
活
史
研
究
が
抱
え
て
い
る
ジ
レ
ソ
マ
も
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
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二
　
生
活
史
研
究
の
ジ
レ
ン
マ

質的社会学としての生活史研究

　
生
活
史
研
究
は
今
、
い
く
つ
か
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
す
で
に
、
生
活
史
研
究
に
対
す
る
関
心
の
示
し
方
の
違
い
に
着

目
し
て
、
方
法
の
軸
と
主
題
の
軸
と
い
う
二
つ
の
軸
を
設
定
し
、
そ
れ
ら
の
軸
の
交
錯
に
よ
っ
て
、
生
活
史
研
究
に
お
け
る
四
つ
の
視
角

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

（
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
）
を
提
示
し
て
き
た
。
ま
た
、
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
の
活
性
化
に
大
い
に
寄
与
し
た
水
野
節
夫
の
「
生
活
史
研

究
と
そ
の
多
様
な
展
開
」
（
一
九
八
六
年
）
に
お
い
て
は
、
こ
の
〈
方
法
の
軸
〉
と
〈
主
題
の
軸
〉
と
い
う
発
想
を
継
承
す
る
か
た
ち
で
、

生
活
史
研
究
が
内
包
し
て
い
る
〈
方
法
と
し
て
の
生
活
史
〉
の
活
用
と
い
う
側
面
と
〈
主
題
と
し
て
の
生
活
史
〉
の
探
求
・
解
明
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

側
面
と
を
区
別
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
．
そ
し
て
、
特
に
〈
主
題
と
し
て
の
生
活
史
〉
に
お
け
る
、
事
例
史
的
な
読
ま
れ
方
（
類
型
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

側
面
）
と
個
人
生
活
史
的
な
読
ま
れ
方
（
個
人
的
側
面
）
と
い
う
二
重
の
読
ま
れ
方
こ
そ
が
、
一
つ
の
岐
路
と
言
え
よ
う
。

　
つ
ま
り
、
〈
方
法
と
し
て
の
生
活
史
〉
と
〈
主
題
と
し
て
の
生
活
史
〉
の
岐
路
が
あ
り
、
そ
し
て
、
〈
主
題
と
し
て
の
生
活
史
〉
の
中
で
、

事
例
史
的
な
読
ま
れ
方
（
類
型
的
側
面
）
と
個
人
生
活
史
的
な
読
ま
れ
方
（
個
人
的
側
面
）
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
く
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
岐
路
だ
け
で
な
く
、
現
在
の
生
活
史
研
究
に
は
、
い
く
つ
か
の
ジ
レ
ン
マ
が
内
包
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
一
の
ジ
レ
ソ
マ
は
、
「
代
表
性
と
個
別
性
」
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
心
理
学
者
の
オ
ー
ル
ポ
ー
ト
は
『
心
理
科
学
に
お
け
る
個
人
的
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

録
の
利
用
法
』
（
一
九
四
二
年
）
の
中
で
、
日
記
・
手
紙
・
自
伝
と
い
っ
た
個
人
的
記
録
を
心
理
科
学
の
デ
！
タ
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に

対
す
る
一
四
種
類
も
の
批
判
を
列
挙
し
、
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
検
討
し
、
反
論
を
加
え
て
い
る
．
大
久
保
孝
治
は
「
生
活
史
分
析
の

方
法
論
的
基
礎
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
オ
ー
ル
ポ
ー
ト
の
分
類
に
は
、
用
語
上
の
問
題
や
基
本
的
に
は
同
じ
問
題
点
を
別
の
も
の
で

あ
る
か
の
よ
う
に
並
べ
て
い
た
り
、
反
対
に
、
区
別
し
て
論
じ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
問
題
点
を
同
じ
分
類
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

る
の
で
、
表
1
の
よ
う
な
問
題
点
の
再
整
理
を
行
っ
た
上
で
、
個
々
の
問
題
点
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
を
加
え
て
い
る
．

　
そ
の
中
で
、
生
活
史
に
代
表
さ
れ
る
個
人
的
記
録
分
析
の
方
法
論
的
問
題
の
第
一
は
、
サ
ン
プ
ル
の
代
表
性
の
問
題
で
あ
る
．
要
す
る
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表1　事例研究法の問題点

大久保による再分類オールポートの分類

サンプルの代表性の問題

データの1，…頼性の一間題

テータニ㌃1：観性．グ）問題

分析の主観1’1．の問題

その他の問題，

サンプルの非代表性

文体の魅惑

非客観性

妥当性を評価できないこと

疑隔

自己疑隔

動機にたいする盲目性

過度の単純化

気分の影響

記憶の誤謬

黙示的な概念化

概念化の恣意性

希少性と不経済

非科学性

て
、
も
う
一
点
だ
け
指
摘
し
て
お
く
と
、
そ
こ
に
は
、
量
的
方
法
に
お
け
る
「
結
果
析
出
」

の
重
視
と
い
う
岐
路
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
．
世
界
社
会
学
会
の
分
科
会

吋
碧
ξ
暫
且
の
＆
①
蔓
）
を
中
心
的
に
組
織
化
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
D
・
ベ
ル
ト
ー
は
、

「
生
活
史
」
な
ど
の
質
的
方
法
に
は
、
今
ま
で
殆
ど
関
心
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
し
て
、

に
、
事
例
研
究
に
お
い
て
は
サ
ン
プ
ル
の
代
表
性
が
保
証
さ
れ
て
お
ら

ず
、
し
た
が
っ
て
事
例
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
は
そ
の
事
例
に
つ
い

て
は
妥
当
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
．

　
こ
の
サ
ン
プ
ル
の
代
表
性
の
問
題
は
、
大
久
保
が
論
じ
て
い
る
よ
う

に
、
統
計
的
研
究
に
お
け
る
無
作
為
抽
出
の
技
法
を
事
例
的
研
究
に
お

い
て
用
い
て
も
、
サ
ン
プ
ル
の
特
性
値
が
母
集
団
の
特
性
値
を
代
表
す

る
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
、
質
的
デ

ー
タ
に
お
け
る
事
例
の
「
典
型
性
」
の
間
題
や
多
様
な
要
因
の
顕
在
化

こ
そ
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
．
し
た
が
っ
て
、
代
表
性
か
典
型
性
か
、

あ
る
い
は
統
計
的
一
般
化
か
事
例
的
個
別
化
か
と
い
っ
た
ジ
レ
ソ
マ
が

生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
生
活
史
研
究
に
と
っ
て
常
に
、
こ
の
ジ
レ

ソ
マ
は
つ
き
も
の
で
あ
る
．
大
久
保
に
し
て
も
、
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
研
究

に
お
け
る
統
計
的
方
法
と
事
例
的
方
法
を
併
用
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と

　
　
　
（
1
3
）

説
い
て
い
る
。
第
一
の
ジ
レ
ン
マ
と
し
て
の
代
表
性
と
個
別
性
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
優
位
と
質
的
方
法
に
お
け
る
「
過
程
把
握
」

　
　
　
　
　
　
　
「
伝
記
と
社
会
」
（
評
器
鴛
魯
O
。
冨
巨
9
8
輿
切
一
。
叩

　
　
　
　
　
　
　
　
代
表
性
が
明
確
で
な
い
標
本
を
ベ
ー
ス
に
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
仮
説
を
生
み
出
す
過
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程
」
と
「
そ
れ
を
検
証
す
る
過
程
」
の
二
つ
の
プ
・
セ
ス
の
う
ち
．
量
的
方
法
を
採
用
し
て
後
者
の
過
程
の
み
を
強
調
し
て
ぎ
た
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
生
活
史
調
査
の
持
つ
特
色
は
、
「
仮
説
を
生
み
出
す
過
程
」
そ
の
も
の
を
よ
り
詳
細
に
、
よ
り
深

く
、
よ
り
新
た
な
可
能
性
を
含
め
て
再
検
討
し
て
い
く
方
向
に
活
用
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
．
そ
の
点
か
ら
も
、
量
的
方
法
に
お
け
る

「
検
証
重
視
」
「
結
果
析
出
」
の
優
位
が
あ
げ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
質
的
方
法
に
お
け
る
「
過
程
把
握
」
「
仮
説
構
成
」
の
重
視
が
う
か

が
え
る
わ
け
で
あ
る
。

　
第
二
の
ジ
レ
ン
マ
と
し
て
は
、
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
ラ
イ
フ
・
ス
ト
ー
リ
ー
の
岐
路
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
．
生

活
史
と
は
、
直
訳
す
れ
ば
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
な
り
、
そ
の
意
味
で
は
歴
史
性
を
重
要
視
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
前
述
し
た
「
伝
記
と
社
会
」
の
機
関
誌
名
は
、
、
、
営
♂
雪
。
二
窃
＼
国
曾
凝
留
く
ε
．
、
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
ラ
イ
フ
・
ス
ト
ー
リ
ー

が
使
わ
れ
て
い
る
．
一
般
的
な
定
義
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
、
個
人
の
一
生
（
人
生
）
を
個
性
記
述
的
ア
プ
・
ー
チ
に
よ
っ

て
描
い
て
い
く
こ
と
を
さ
し
て
い
る
．
そ
れ
に
対
し
て
、
ラ
イ
フ
・
ス
ト
ー
リ
ー
は
一
人
称
の
形
式
で
書
か
れ
た
記
録
で
あ
り
、
対
象
者

の
人
生
（
の
一
部
）
を
本
人
の
口
述
や
筆
記
を
も
と
に
調
査
者
が
再
構
成
し
た
作
品
の
こ
と
で
、
対
象
者
以
外
の
人
か
ら
得
た
対
象
者
の
伝

記
的
情
報
や
個
人
的
ド
キ
ュ
メ
ソ
ト
、
さ
ま
ざ
ま
な
公
文
書
な
ど
の
デ
ー
タ
を
加
え
た
作
品
で
あ
る
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
は
区
別
さ

れ
て
い
る
．
つ
ま
り
、
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
お
い
て
は
、
個
人
の
生
活
史
で
あ
り
、
個
性
を
表
出
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
は
あ
る

が
、
し
か
し
、
事
実
に
も
と
づ
い
た
歴
史
性
が
や
は
り
基
調
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ラ
イ
フ
・
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
、
個
人
が
自

分
自
身
の
人
生
を
〈
物
語
る
〉
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
て
、
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
当
人
の
主
観
性
に
ど
の
よ
う
に

刻
印
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
〈
物
語
ら
れ
る
〉
か
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
関
心
事
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
研
究
者
に
と
っ
て
の
ジ
レ
ン
マ
も
生
じ
て
こ
よ
う
．
歴
史
学
的
素
養
の
も
と
で
社
会
史
的
関
心
か
ら
生
活
史
を
見
て
い
く
な
ら

ば
、
例
え
口
述
の
生
活
史
で
あ
っ
て
も
厳
密
な
意
味
で
の
「
資
料
批
判
」
が
要
求
さ
れ
る
．
い
つ
、
誰
が
、
誰
に
対
し
て
、
ど
う
い
う
質

問
に
応
じ
て
、
〈
語
ら
れ
た
》
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
あ
る
の
か
、
そ
の
点
は
基
礎
的
な
注
意
事
項
で
あ
る
。
ま
た
、
対
象
者
（
話
名
）
の
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主
観
性
の
世
界
に
肉
迫
し
よ
う
と
し
て
い
る
研
究
者
で
あ
れ
ば
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
構
成
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
、
語
ら
れ
て
い
る
事
の
事

実
性
よ
り
も
、
感
動
を
呼
ぶ
「
真
実
」
と
し
て
再
構
成
し
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。

　
第
三
の
ジ
レ
ン
マ
も
、
こ
の
第
二
の
ジ
レ
ン
マ
と
関
連
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
．
生
活
史
研
究
は
個
人
中
心
的
ア
プ
・
ー
チ
を
と
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
個
人
」
が
誰
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
は
研
究
者
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
．
生
活
史
と
い
う
名
称
に
お
い

て
は
、
「
名
も
な
い
庶
民
」
「
歴
史
上
に
名
を
残
す
よ
う
な
人
で
は
な
い
人
」
と
い
う
よ
う
な
暗
黙
の
前
提
が
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る

が
、
一
方
で
「
伝
記
」
（
匹
。
讐
ε
ξ
）
の
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
有
名
人
」
を
対
象
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
伝
記
」
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
人
の
知
ら
れ
ざ
る
過
去
を
掘
り
起
こ
し
、
多
面
的
な
人
間
像
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
方
向
に
お
い
て
は
、
生
活
史
研
究
と

基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
対
象
者
と
研
究
者
と
の
間
の
距
離
の
置
き
方
に
お
い
て
は
微
妙
に
異
な

っ
て
く
る
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
生
活
史
研
究
を
行
な
う
側
は
、
社
会
学
、
文
化
人
類
学
、
心
理
学
な
ど
の
研
究
者
や
ル
ポ
ラ
イ
タ

ー
な
ど
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め
．
水
野
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
編
集
志
向
あ
る
い
は
「
黒
子
」
と
し
て
の
位
置
を

　
　
　
（
1
5
）

占
め
や
す
い
。
し
か
し
、
対
象
者
と
の
距
離
の
置
き
方
は
、
そ
れ
自
体
が
生
活
史
調
査
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
研
究
者
に
と

っ
て
は
ジ
レ
ソ
マ
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
．
つ
ま
り
、
自
ら
の
質
問
や
意
図
的
な
記
述
を
避
け
て
、
で
き
る
だ
け
対
象
者
個
人
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
た
い
と
す
る
「
黒
子
」
的
発
想
と
、
「
伝
記
」
作
者
と
し
て
の
対
象
者
と
の
人
間
的
な
関
係
、
並
び
に
調
査
者
－
被
調
査
者

間
の
信
頼
関
係
の
維
持
・
発
展
と
い
う
課
題
で
あ
る
．

　
最
後
に
、
生
活
史
研
究
の
抱
え
て
い
る
第
四
の
岐
路
と
し
て
は
、
前
述
し
た
点
で
あ
る
が
、
事
例
史
（
ヶ
ー
ス
研
究
）
か
個
人
生
活
史
研

究
か
と
い
う
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
ジ
レ
ソ
マ
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
に
も
充
分
言
わ
れ
て
ぎ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
個
人
を
社
会
的

属
性
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
つ
の
事
例
と
し
て
扱
う
か
、
あ
る
い
は
個
人
生
活
史
を
中
心
と
し
て
心
理
的
葛
藤
や
内
面
的
転
機
を
把
握
し
よ

う
と
す
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
．
例
え
ば
、
松
本
通
晴
ら
の
関
西
の
社
会
学
研
究
者
を
中
心
と
し
た
庶
民
生
活
史
研
究
会
に
よ
る
『
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

時
代
人
の
生
活
史
』
（
一
九
八
九
年
）
は
、
開
拓
農
民
、
野
鍛
冶
、
鉱
山
労
働
者
、
失
対
日
雇
労
働
者
、
地
方
政
治
家
な
ど
の
職
業
と
い
う
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社
会
的
属
性
や
出
身
地
、
居
住
地
な
ど
の
属
性
に
も
注
目
し
な
が
ら
、
生
活
史
を
描
い
て
い
る
．
お
そ
ら
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
老
に
と

っ
て
は
、
対
象
者
を
一
つ
の
事
例
研
究
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
場
合
が
多
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
社
会
学
的
な
生

活
史
研
究
の
場
合
、
職
業
・
階
層
的
視
点
や
家
族
・
親
族
研
究
の
視
点
や
社
会
問
題
あ
る
い
は
社
会
運
動
の
観
点
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
1
7
）

別
社
会
学
に
お
け
る
事
例
的
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
中
野
卓
の
『
口
述
の
生
活
史
』
（
一
九
七
七
年
）
の
場
合

の
よ
う
に
、
最
初
は
公
害
問
題
と
地
域
住
民
生
活
の
変
化
と
い
う
個
別
社
会
学
の
テ
ー
マ
か
ら
入
っ
て
、
そ
の
事
例
研
究
が
個
人
生
活
史

研
究
へ
と
向
か
っ
て
い
く
場
合
も
あ
る
．
そ
れ
に
よ
っ
て
、
個
人
の
内
面
把
握
や
主
観
的
世
界
の
理
解
へ
と
向
か
っ
て
い
く
場
合
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
生
活
史
研
究
は
今
、
さ
ま
ざ
ま
な
岐
路
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ジ
レ
ン
マ
を
明
識
化
し
な
が
ら
、
質
的
社
会

学
と
し
て
の
生
活
史
研
究
を
目
ざ
し
て
、
次
に
質
的
デ
ー
タ
論
、
質
的
調
査
論
、
質
的
比
較
分
析
論
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

三
　
生
活
史
資
料
の
分
類
と
性
格

質的社会学としての生活史研究

　
質
的
デ
ー
タ
と
し
て
の
生
活
史
資
料
を
考
え
て
い
く
場
合
に
、
筆
者
は
以
前
に
、
ラ
イ
フ
・
ス
ト
ー
リ
！
と
ラ
イ
フ
・
ド
キ
ュ
メ
ソ
ト

を
区
別
し
て
分
類
し
て
み
た
。
そ
の
際
、
個
人
の
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
お
け
る
「
主
観
的
リ
ア
リ
テ
ィ
の
構
成
の
相
違
」
と
い
う
観

点
か
ら
、
敢
え
て
生
活
史
の
調
査
・
資
料
・
研
究
・
作
品
な
ど
を
一
貫
し
て
、
個
人
の
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
そ
の
個
人
の
主
観
的
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

界
に
可
能
な
限
り
接
近
し
て
抽
出
し
て
い
く
作
業
と
し
て
と
ら
え
た
わ
け
で
あ
る
．

　
そ
こ
で
使
わ
れ
た
暫
定
的
な
定
義
に
よ
る
と
、
ラ
イ
フ
・
ス
ト
ー
リ
ー
と
は
、
個
人
の
一
生
に
近
い
、
あ
る
一
定
の
時
間
軸
上
の
幅
を

持
っ
て
、
何
十
年
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
半
世
紀
か
ら
一
世
紀
の
時
間
を
経
由
し
て
再
現
さ
れ
る
生
活
史
を
さ
し
て
い
る
．
そ
れ
に
対
し

て
、
ラ
イ
フ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
は
、
個
人
、
個
人
が
日
々
生
活
し
て
い
る
時
間
軸
上
で
絶
え
ず
起
こ
っ
て
い
る
「
生
の
反
省
」
と
「
生

の
記
録
」
で
あ
り
、
そ
の
個
人
に
と
っ
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
時
点
に
お
い
て
は
「
意
味
の
あ
る
記
録
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
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も
の
で
あ
る
。

　
ラ
イ
フ
・
ス
ト
ー
リ
ー
と
ラ
イ
フ
・
ド
キ
ュ
メ
ソ
ト
と
は
相
互
補
完
的
関
係
が
あ
る
が
、
前
稿
に
お
い
て
は
、
ラ
イ
フ
・
ス
ト
ー
リ
ー

的
主
観
性
と
ラ
イ
フ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
的
主
観
性
と
を
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ソ
ト
に
分
け
て
比
較
し
て
い
る
．
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
み
る
と
、

表
2
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
繰
り
返
さ
な
い
が
、
大
山
信
義
に
よ
る
と
「
ラ
イ
フ
・
ス
ト
ー
リ
ー
や
反
省
的
生
活
史
は
ス

ト
ー
リ
ー
で
あ
る
と
と
も
に
、
口
述
／
記
述
さ
れ
た
ド
キ
ュ
メ
ソ
ト
で
も
あ
る
か
ら
、
日
記
や
書
簡
や
写
真
の
よ
う
な
生
活
史
の
索
引
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

み
を
「
ド
キ
ュ
メ
ソ
ト
」
と
い
う
の
は
不
適
切
と
思
わ
れ
る
。
」
と
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
山
は
、
〈
反
省
的
生
活
史
〉
と
〈
索
引

的
生
活
史
〉
と
い
う
「
生
活
史
の
二
つ
の
様
式
」
を
区
別
し
て
提
唱
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
反
省
的
生
活
史
と
は
、
「
あ
る
生
者
の
人
生
の
一
時
期
ま
で
、
あ
る
い
は
そ
の
人
の
ほ
ぽ
生
涯
に
わ
た
る
体
験
を
包
摂
し
て
い
る
場
合
」

で
、
そ
の
特
徴
と
し
て
は
、
第
一
に
こ
れ
ら
は
、
話
者
／
作
者
が
生
活
者
と
し
て
の
体
験
を
、
現
在
の
時
点
か
ら
過
去
に
遡
及
し
て
自
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

的
に
意
味
づ
け
、
そ
の
日
常
実
践
的
な
脈
絡
に
即
し
て
生
活
史
を
追
構
成
す
る
契
機
を
内
包
し
て
い
る
．
」
こ
と
で
あ
る
．
ま
た
、
「
反
省

的
生
活
史
の
第
二
の
特
徴
は
、
生
活
史
の
口
述
や
記
述
の
な
か
で
使
わ
れ
て
い
る
発
話
の
言
葉
や
文
字
な
ど
の
象
徴
の
意
味
に
つ
い
て
、

読
者
・
編
者
・
研
究
者
な
ど
こ
れ
を
解
読
す
る
側
で
も
、
当
の
生
活
者
の
日
常
実
践
的
・
生
活
史
的
な
脈
絡
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
の
索
引
的
生
活
史
の
方
は
、
「
日
記
・
日
誌
・
書
簡
・
手
記
・
覚
書
・
雑
記
・
家
計
簿
・
写
真
帳
な
ど
の
よ
う
に
、
個
人
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

家
族
の
生
活
史
の
断
面
を
記
録
し
た
も
の
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
は
過
去
遡
及
的
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
で
生
活
者
の

意
図
や
感
慨
を
こ
め
て
、
現
在
進
行
形
の
形
で
刻
ん
で
き
た
事
実
、
つ
ま
り
現
在
表
示
的
な
事
実
で
あ
る
か
ら
、
日
常
実
践
的
・
生
活
史

的
な
状
況
と
の
文
脈
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
日
記
も
書
簡
も
写
真
も
、
日
常
実
践
的
・
反
省
的
な
脈
絡
を
欠
い
て

い
る
が
、
そ
の
人
の
生
活
史
を
構
成
す
る
場
合
の
索
引
（
一
区
粟
）
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
た
め
に
、
〈
索
引
的
生
活
史
〉
（
一
鼠
霞
歪
＝
浮

ぎ
8
還
）
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

268



質的社会学としての生活史研究

　
大
山
は
．
こ
れ
ら
の
「
生
活
史
の
二
つ
の
様
式
」
を
表
3
の
よ
う
に
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
作
品
／
資
料
と
し
て
の
生
活
史
に
対
し
て
、

研
究
者
が
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
、
①
規
範
的
生
活
史
（
ぎ
毒
蝕
お
ま
Φ
募
ε
蔓
）
と
②
解
釈
的
生
活
史
（
馨
§
§
畳
お

年
①
募
ε
藁
）
に
分
け
て
考
え
て
い
る
．
ま
た
、
生
活
史
に
お
け
る
相
互
作
用
の
間
題
に
つ
い
て
も
、
表
4
の
よ
う
に
、
〈
自
己
の
作
品
V

と
〈
他
者
の
作
品
〉
に
分
け
て
、
生
活
史
を
〈
自
律
的
〉
に
語
り
／
記
録
さ
れ
た
作
品
か
、
〈
他
律
的
〉
に
客
観
的
な
第
三
者
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

作
品
化
さ
れ
た
も
の
か
を
分
類
し
て
い
る
．

　
こ
れ
ら
の
分
類
の
し
か
た
に
つ
い
て
は
、
細
か
い
と
こ
ろ
で
多
少
の
異
論
は
あ
る
も
の
の
、
大
筋
に
お
い
て
は
筆
者
が
提
起
し
た
ラ
イ

フ
・
ス
ト
ー
リ
ー
的
側
面
と
ラ
イ
フ
・
ド
キ
ュ
メ
ソ
ト
的
側
面
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
．
お
そ
ら
く
「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
と

い
う
用
語
の
使
い
方
や
、
索
引
的
（
一
呂
Φ
愚
邑
）
と
い
う
用
語
の
定
義
に
か
か
わ
る
間
題
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
全
体
的
に
は
大
山
の
方
が
．

よ
り
詳
細
な
分
類
と
性
格
づ
け
を
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
し
か
し
、
反
省
的
か
索
引
的
か
、
あ
る
い
は
規
範
的
か
解
釈
的
か
、
そ
し
て
自
律
的
か
他
律
的
か
と
い
う
規
準
そ
の
も
の
が
質
的
社
会

学
の
重
点
の
置
き
方
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
日
記
に
お
い
て
も
、
反
省
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
混
在

し
て
い
る
場
合
も
あ
る
し
、
口
述
史
も
立
派
な
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
な
り
う
る
。
そ
こ
で
．
質
的
デ
ー
タ
と
し
て
の
生
活
史
資
料
に
つ
い
て

は
．
も
う
少
し
広
い
文
脈
の
中
に
置
い
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
次
節
に
も
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
質
的
調
査
法
と
し
て
は
、
生

活
史
法
（
痛
Φ
蓼
ε
藁
幕
爵
邑
だ
け
で
は
な
く
、
参
与
観
察
法
（
冨
轟
。
一
冨
暮
。
募
霞
奉
二
呂
）
、
自
由
面
接
法
（
づ
9
－
量
8
馨
Φ
馨
①
署
一
霧
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

実
験
的
方
法
（
①
苔
＆
馨
暮
巴
慕
些
§
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
量
的
調
査
で
も
質
的
調
査
で
も
同
様
の
こ
と
で
あ
る
が
、
資
料

（
デ
ー
タ
）
の
分
類
に
お
い
て
は
、
現
地
的
源
泉
か
文
献
的
源
泉
か
に
分
か
れ
る
。
そ
し
て
、
質
的
デ
ー
タ
の
種
類
と
し
て
は
、
言
語
的
デ

ー
タ
か
非
言
語
的
デ
ー
タ
に
分
類
で
き
る
．
量
的
調
査
、
統
計
的
方
法
に
お
い
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
数
量
的
デ
ー
タ
と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
が
入
る
が
、
質
的
デ
ー
タ
に
お
い
て
は
、
言
語
的
デ
ー
タ
が
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
．

　
そ
こ
で
、
質
的
調
査
法
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
質
的
デ
ー
タ
を
分
類
し
た
の
が
、
表
5
に
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
．
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
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表2　ライ7・ストーリー的主観性とライフ・ドキュメント的主観性

ライフ・ストーリー的主観性 ライフ・ドキュメント的主観性

1．主観的リアリティの時制 過　去　か　ら 現　在　か　ら

2．正　当　化　の　装　置 重要な意味体系の獲得 正当化しえない葛藤・矛盾

3．「重要な他者」の存在 選　択　可　能 未　解　明　状　態

4．文　字　　と　記　録 口　述　性　の　重　視 資料性・客観性の重視

5．調査者（研究者）との関係 直　接　性　の　重　視 間　接　的　に　も　可　能

表3　生活史の二つの様式

分　　　類 時間の視界 現実構成様式 象　徴解　釈

反省的生活史 過去遡及的 反省的 日常実践的な状況

脈絡から可能

（retmspective） （reflexive） （contextual）

・一　一　－　甲 o　　　・　一一　ロ　ー　■　冒　冒　　　　　　　　　　　　　　■　■　一鞠　o　o■

索引的生活史 現在表示的 索引的 暖昧／多義的

（presentative） （indexica1） （equiv・ca1）

表4　生活史における相互作用の形式

分　　　類 特　　　徴 作品化の契機 事　　　例 相互作用の形式

自己の作品 主観性・自律性 1）当人が語る

2）当人が書く

3）当人に依頼

口述生活史

書簡

自伝・日記

自伝・回想録

自己と他者

自己と他者

主我と客我

主我と客我

他者の作品 客観性・他律性 4）他人が語る

5）他人が書く

6）他人に依頼

回想

伝記・学術資料

回想録・伝記

他者と他者

他者と他者

他者と他者

表5　質的データの分類と性格

現　地　的　源　泉 文献的源泉

言語的データ 非言語的データ 言語的データ

生活史法 口述史（oral　hist・ry） アルバム・風俗・民俗 日記・手紙・自伝

参与観察法 調査記録（field　note） 写真・映像・図表 歴史的資料

自由面接法 面接（interview） 印象・記憶・深層心理 作　　　　　品

実験的方法 会話（conver瓢ion），会議 テスト結果・行動観察
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生
活
史
法
、
参
与
観
察
法
、
自
由
面
接
法
な
ど
の
質
的
調
査
の
主
要
な
調
査
法
に
お
い
て
は
、
現
地
的
源
泉
の
言
語
的
デ
ー
タ
に
そ
の
中

心
的
な
質
的
デ
ー
タ
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
．
実
験
的
方
法
だ
け
は
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
よ
う
な
質
的
調
査
に
お
い
て
、
会
話

な
ど
が
主
要
な
デ
ー
タ
源
泉
と
な
る
が
、
心
理
学
な
ど
の
実
験
的
方
法
に
お
い
て
は
、
非
言
語
的
デ
ー
タ
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、

実
験
的
方
法
は
、
そ
も
そ
も
調
査
方
法
の
性
格
か
ら
し
て
文
献
的
源
泉
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
と
る
．
生
活
史
法
に
お
い
て
は
、

文
献
的
源
泉
と
し
て
の
日
記
・
手
紙
・
自
伝
等
も
重
要
な
デ
ー
タ
で
あ
り
、
参
与
観
察
法
や
自
由
面
接
法
に
お
け
る
文
献
的
源
泉
の
補
助

的
役
割
と
は
対
照
的
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
．

　
以
上
の
よ
う
に
、
質
的
デ
ー
タ
の
分
類
と
性
格
を
見
て
い
く
と
、
さ
ら
に
、
言
語
的
デ
ー
タ
、
非
言
語
的
デ
ー
タ
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る

メ
デ
ィ
ア
（
媒
体
）
の
問
題
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ぽ
現
地
的
源
泉
に
お
け
る
言
語
的
デ
ー
タ
の
場
合
に
は
、
口
述
史
で
も
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
で
も
、
イ
ソ
タ
ヴ
ュ
ー
で
も
、
会
話
採
取
で
も
、
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
役
割
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
．
非
言
語
的

デ
ー
タ
に
お
い
て
は
、
写
真
や
映
像
資
料
な
ど
視
覚
的
メ
デ
ィ
ア
が
か
か
わ
っ
て
く
る
し
、
文
献
的
源
泉
に
お
い
て
は
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
・

メ
デ
ィ
ア
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
も
介
在
し
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
メ
デ
ィ
ア
論
と
し
て
の
生
活
史
研
究
、
質
的
社
会
学
の
問
題
は
、
未
開
拓
の
領
域
で
あ
り
、
調
査
行
為
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
点

　
　
（
2
6
）

で
あ
る
．
そ
こ
で
、
次
に
質
的
調
査
論
に
論
点
を
進
め
て
い
き
た
い
。

四
　
関
係
性
と
し
て
の
生
活
史
調
査

　
K
・
プ
ラ
マ
ー
は
『
生
活
記
録
の
社
会
学
』
（
一
九
八
三
年
）
に
お
い
て
、
生
活
史
調
査
を
実
施
す
る
上
で
の
、
四
つ
の
基
本
的
な
問
題

グ
ル
ー
プ
を
設
定
し
て
い
る
．
彼
は
こ
れ
を
方
法
的
問
題
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
の
四
つ
の
問
題
と
は
次
の
よ
う
な
も
の

　
（
2
7
）

で
あ
る
。
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①
社
会
科
学
的
間
題

こ
の
問
題
は
、
主
と
し
て
、
そ
も
そ
も
調
査
を
行
う
意
味
は
な
に
か
と
い
う
意
味
づ
け
の
問
題
を
扱
う
も
の
で
あ
り
、
社
会
調
査
に
お
け
る
「
何
ゆ
え

に
？
」
と
い
う
根
源
的
な
問
い
に
か
か
わ
る
。
こ
こ
で
の
議
論
は
ほ
と
ん
ど
認
識
論
的
な
検
討
が
中
心
に
な
る
．

⑧
技
術
的
問
題

こ
の
問
題
は
、
主
と
し
て
、
実
際
に
調
査
を
進
め
る
う
え
で
の
こ
ま
ご
ま
し
た
問
題
と
核
心
に
か
か
わ
る
間
題
－
標
本
の
選
定
、
充
分
な
面
接
、
有

効
性
の
評
価
と
い
っ
た
問
題
を
取
り
扱
う
．
本
質
的
に
は
、
社
会
問
題
に
お
け
る
「
い
か
に
？
」
と
い
う
間
い
に
か
か
わ
る
．

⑥
倫
理
的
・
政
治
的
問
題

こ
の
問
題
は
技
術
的
問
題
や
社
会
科
学
的
問
題
の
外
側
に
広
が
る
問
題
を
扱
う
．
こ
う
し
た
調
査
を
行
う
こ
と
の
政
治
的
な
意
味
づ
け
や
、
調
査
を
進

め
る
う
え
で
生
じ
て
く
る
倫
理
的
な
ジ
レ
ソ
マ
な
ど
の
問
題
で
あ
る
．

㈲
個
人
的
な
問
題

こ
の
間
題
は
、
調
査
が
調
査
老
の
個
人
生
活
に
及
ぽ
す
影
響
と
、
調
査
者
の
個
人
生
活
が
調
査
に
及
ぽ
す
影
響
と
い
う
二
重
の
影
響
の
問
題
を
扱
う
．
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そ
し
て
、
プ
ラ
マ
ー
は
、
こ
う
し
た
四
つ
の
問
題
は
、
い
ず
れ
も
調
査
の
開
始
時
点
、
進
行
途
中
、
終
了
時
点
と
い
う
動
態
の
な
か
で

把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
方
法
論
か
ら
み
た
調
査
の
全
体
像
を
表
6
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
．

　
し
か
し
、
実
際
の
生
活
史
調
査
の
場
面
を
考
え
て
み
る
と
、
ω
の
社
会
科
学
的
問
題
に
お
け
る
認
識
論
的
な
検
討
は
、
調
査
者
と
被
調

査
者
と
の
関
係
の
中
に
も
入
っ
て
く
る
し
、
そ
こ
に
は
、
調
査
の
倫
理
的
問
題
も
、
ま
た
調
杏
者
の
個
人
的
な
問
題
、
さ
ら
に
は
被
調
査

者
の
個
人
的
な
間
題
も
加
わ
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
口
述
の
生
活
史
調
査
や
面
接
調
査
に
際
し
て
は
、
調
査
の
技
術
的
間
題
が
、
そ

の
ま
ま
、
認
識
論
的
問
題
や
倫
理
的
、
個
人
的
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
関
係
性
と
し
て
の

生
活
史
調
査
に
つ
い
て
、
認
識
論
的
モ
デ
ル
を
中
心
と
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
表
3
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
大
山
信
義
は
、
反
省
的
生
活
史
に
お
け
る
象
徴
解
釈
は
、
日
常
実
践
的
・
生
活
史
的
な
脈
絡
か
ら
解
釈
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
．
彼
は
、
「
反
省
的
生
活
史
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
発
話
の
言
語
が
、
話
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呂
／
作
者
が
お
か
れ
て
い
た
特
定
の
状
況
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
．
本
書
に
収
録
し
た
造
船
労
働
者
の
生
活
史
が
、

読
者
に
た
い
し
て
も
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
つ
の
は
、
す
べ
て
の
象
徴
が
明
ら
か
に
話
者
の
生
活
史
的
な
脈
絡
か
ら
発
話
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

て
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
生
活
史
調
査
の
場
面
で
、
象
徴
解
釈
は
ど
の
よ
う
な
過
程
で
展
開
さ
れ

る
の
だ
ろ
う
か
。

　
E
・
リ
ー
チ
は
『
文
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
』
（
一
九
七
六
年
）
の
中
で
、
基
本
的
に
人
の
心
の
中
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
と
そ
れ
を
概

念
と
し
て
把
握
す
る
際
の
結
合
媒
体
を
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
事
象
（
○
§
言
…
一
§
喜
穿
①
邑
と
し
て
と
り
扱
っ
て
い
る
．
つ
ま

り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
事
象
と
は
、
外
界
の
事
物
、
他
老
と
の
間
に
限
ら
ず
、
一
人
の
人
問
の
内
部
で
ま
さ
に
構
成
さ
れ
る
事
象
に

つ
い
て
も
言
え
る
わ
け
で
あ
る
．
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
象
を
、
隠
喩
と
換
喩
、
表
出
的
行
為
の
所
産
と
コ
ー
ド

化
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
解
読
と
い
う
二
つ
の
軸
に
沿
っ
て
、
二
対
コ
、
・
・
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
（
O
§
ヨ
茸
一
婁
巨
身
琶
と
し
て
、
図
3
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

よ
う
な
「
認
知
の
図
式
」
を
示
し
て
い
る
．

　
筆
者
は
、
以
前
に
、
こ
の
リ
ー
チ
の
認
知
図
式
を
使
っ
て
、
図
4
の
よ
う
な
シ
ソ
ボ
ル
的
コ
、
・
・
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
の
モ
デ
ル
を
示
し
た
こ

　
　
　
（
3
0
）

と
が
あ
る
。
ま
ず
、
A
の
「
意
味
世
界
」
と
B
の
「
意
味
世
界
」
と
は
、
感
覚
イ
メ
ー
ジ
Y
を
通
じ
て
、
共
有
さ
れ
た
意
味
す
な
わ
ち
リ

ア
リ
テ
ィ
を
持
た
な
い
限
り
、
基
本
的
に
は
「
異
世
界
」
を
形
成
し
て
い
る
．
し
た
が
っ
て
、
シ
ソ
ボ
ル
と
し
て
の
Z
（
、
育
語
及
び
非
言
語

的
事
物
）
が
例
え
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
上
層
部
の
記
号
的
連
関
だ
け
を
見
て
い
て
は
、
コ
、
・
・
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
核
心
に
触
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
．
つ
ま
り
、
同
じ
言
語
を
用
い
て
も
、
意
味
世
界
と
し
て
成
り
立
つ
「
文
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
は
異
な
っ
た
も

の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
，
異
文
化
の
理
解
が
ま
ず
言
語
を
通
し
て
学
ぶ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
未
だ
記
号
的
連
関
の
段
階
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
状
態
だ
と
も
言
え
よ
う
．

　
図
4
で
も
う
一
つ
重
要
な
事
は
、
シ
ソ
ボ
ル
Z
を
通
し
て
の
「
関
係
性
の
場
」
が
共
時
態
と
し
て
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
点
で
あ
る
．

　
　
　
　
ノ
ノ
ホ
ル
ノ
ス
テ
ム

例
え
ば
、
象
徴
体
系
と
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
、
通
過
儀
礼
や
祭
と
い
う
「
関
係
性
の
場
」
で
も
っ
て
、
シ
ン
ボ
ル
が
意
味
し
て
い
る
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表6　方法論的間題を分析するためのパラダイム

調 査 の 段 階

調 査 萌
月
lj 調 査 中 調査の終わり

（1） 社会科学的問題

（2） 技術的，実際的問題

（3） 倫理的，政治的問題

（4） 個人的問題

心の中の

　概念

　X

感覚イメージ
（Sense－image）

　　　Y

外界にある物，

　　　　Z

あるいは事

シンボル的結ぴつき
（Symboric　linkage）

図3　リーチの「認知の図式』
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　　，’
　’〈ノ

、
、
＼
記
号

，
ノ

β
1
・

　　　ゐト共時態…閣一　　　樋

、／　　　　＼．関係性の場1
鬼　　　　　　■／ノワ

、
、
　
　
　 Y2

　￥
　、

辮辮携纏9．ノ
　、　　　ノ

　、

　　Bの

国

一ヤ｝㎜一r卜一y
　　　　　　　　　　　　　　　　　Aの
「意味世界」　　　　　　　　　　　　　「意味世界」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国

一一一共時態一一一 記号的
、
、

連関

図4　シンポル的コミュニケーション

Lanthan董c

発見されることを願っている

発見されることを恐れている
発見されることを拒否する

精神症状

　　4
　7

10

13

5
一
8
一
1
1

14

6
9
12

15

●：未発見

身体症状

図5　精神疾患のスペクトルム
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
要
素
も
通
時
態
を
通
し
て
の
共
時
態
、
つ
ま
り
「
構
造
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
「
関
係
性
の
場
」
を
生
活
史
調
査
の
場
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
A
の
「
意
味
世
界
」
と
B
の
「
意
味
世
界
」
は
、
そ
れ
ぞ

れ
調
査
者
（
研
究
者
）
の
意
味
世
界
と
対
象
者
（
被
調
査
者
）
の
意
味
世
界
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
記
号
的
連
関
は
、
言
語
的
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
中
心
と
し
た
口
述
史
や
面
接
の
場
面
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
し
か
し
、
重
要
な
点
は
、
共
有
さ
れ
た
意
味
“

リ
ア
リ
テ
ィ
を
両
者
が
共
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
共
有
と
は
、
調
査
者
（
研
究
者
）
が
、
対
象
者

の
意
味
世
界
に
興
味
を
持
っ
て
お
り
、
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
聞
き
た
い
と
い
う
基
本
的
な
調
査
の
意
図
に
か
か
わ
っ
て
い
る
．
し
か

し
、
そ
れ
だ
け
で
リ
ア
リ
テ
ィ
が
共
有
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
非
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
と
し
て
の
態
度
、
し
ぐ
さ
、
視
線
な

ど
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
．
ま
た
、
客
観
的
条
件
と
し
て
の
、
知
識
・
情
報
の
共
有
や
同
世
代
、
同
郷
、
同
時
代
人
と
し
て
の
共
同
体

験
な
ど
も
通
時
態
と
し
て
か
か
わ
っ
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
社
会
科
学
的
な
生
活
史
調
査
の
場
合
に
は
、
あ
く
ま
で
も
調
査
者
（
研
究
者
〉
は
、
対
象
者
の
意
味
世
界
に
沿
っ
て
、
関
係
性

の
場
を
築
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
臨
床
心
理
的
な
ヶ
ー
ス
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
（
事
例
史
）
の
場
合
な
ど
に
は
、
関
係
性
の
場
の
モ
デ
ル
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

多
少
異
な
っ
て
く
る
．
精
神
科
医
の
土
居
健
郎
は
『
方
法
と
し
て
の
面
接
－
臨
床
家
の
た
め
に
ー
』
（
｝
九
七
七
年
）
に
お
い
て
、
「
理
解
と

は
関
係
が
見
え
て
来
る
こ
と
」
や
「
『
ス
ト
ー
リ
ー
』
を
読
む
」
、
「
劇
と
し
て
の
面
接
」
な
ど
興
味
深
い
指
摘
を
数
多
く
し
て
い
る
が
、
付

論
の
「
臨
床
的
研
究
の
方
法
論
」
の
中
で
、
フ
ェ
イ
ソ
ス
テ
イ
ソ
（
≧
〈
導
罰
男
爵
§
包
の
『
臨
床
的
判
断
』
（
9
三
S
こ
且
o
q
馨
邑
を

紹
介
し
な
が
ら
、
図
5
の
よ
う
な
精
神
疾
患
の
ス
ペ
ク
ト
ル
ム
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
図
の
中
で
、
■
導
夢
導
ざ
と
あ
る
の
は
、
フ
ェ

イ
ン
ス
テ
イ
ン
の
造
語
で
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
気
付
か
れ
な
い
で
い
る
」
と
い
う
意
味
の
動
詞
か
ら
つ
く
ら
れ
た
形
容
詞
で
、
一
応
「
隠

れ
て
い
る
」
部
分
と
訳
さ
れ
う
る
。

　
そ
こ
で
、
土
居
に
よ
る
説
明
は
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
。
「
1
、
2
、
3
群
は
、
偶
然
の
機
会
に
．
例
え
ば
心
理
テ
ス
ト
に
よ
っ

て
、
何
ら
か
の
病
理
が
疑
わ
れ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
臨
床
的
症
状
は
呈
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
4
、
5
、
6
群
は
明
ら
か
に
精
神
症
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状
・
身
体
症
状
を
単
独
に
か
合
併
し
て
有
す
る
が
、
精
神
疾
患
を
持
つ
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
頑
固
に
抵
抗
す
る
も
の
で
あ
る
．
7
、

8
、
9
群
は
、
症
状
を
有
す
る
こ
と
は
4
、
5
、
6
群
と
同
じ
で
あ
る
が
、
精
神
疾
患
を
持
つ
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
二
と
に
そ
れ
ほ
ど
抵

抗
は
せ
ず
、
た
だ
そ
の
こ
と
に
恐
怖
を
抱
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
．
1
0
、
1
1
、
12
群
は
こ
れ
に
反
し
て
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
内
心
安
堵
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

る
も
の
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
．
1
3
、
1
4
、
1
5
群
は
自
ら
症
状
を
訴
え
て
、
医
者
の
も
と
を
訪
れ
る
患
者
た
ち
で
あ
る
．
」

　
質
的
調
査
と
し
て
の
生
活
史
調
査
を
考
え
て
い
く
場
合
に
、
こ
の
よ
う
な
臨
床
の
場
面
と
全
く
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
．
ラ
イ
フ
．

ヒ
ス
ト
リ
ー
の
中
に
も
、
「
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
」
「
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
」
「
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

と
い
っ
た
レ
ベ
ル
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
し
、
「
語
り
得
る
事
」
と
「
語
り
得
な
い
事
」
と
の
相
克
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
時
間
の
経
過

や
調
査
老
と
被
調
査
者
と
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
共
有
の
程
度
に
よ
っ
て
、
「
語
り
得
な
い
事
」
が
、
「
語
り
得
る
事
」
に
変
化
す
る
こ
と
も
あ

ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
逆
も
あ
り
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
未
発
見
に
終
わ
る
対
象
者
の
内
面
世
界
も
存
在
し
て
い
る
．
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

し
て
「
職
人
芸
」
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
関
係
性
の
場
と
し
て
の
質
的
調
査
の
課
題
が
問
わ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
　
質
的
デ
ー
タ
の
比
較
分
析

質的社会学としての生活史研究

　
質
的
社
会
学
と
し
て
の
生
活
史
研
究
を
考
え
て
い
く
上
で
、
質
的
デ
ー
タ
、
質
的
調
査
と
と
も
に
、
質
的
分
析
の
問
題
は
重
要
な
鍵
と

な
っ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
．
こ
こ
で
は
、
質
的
デ
ー
タ
の
比
較
分
析
を
中
心
に
分
析
・
解
釈
の
問
題
を
考
え
て
い
き
た
い
。
ま
ず
第

一
に
、
表
5
に
示
し
た
よ
う
な
「
質
的
デ
ー
タ
の
分
類
と
性
格
」
に
も
と
づ
い
た
デ
ー
タ
同
士
の
比
較
を
考
え
て
み
よ
う
。
デ
ー
タ
の
形

式
上
の
比
較
は
、
誰
で
も
簡
単
に
気
付
く
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
細
部
に
渡
っ
て
、
網
羅
的
に
比
較
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
．
調
査

者
お
よ
び
研
究
者
は
、
と
か
く
「
主
題
と
し
て
の
生
活
史
」
だ
け
に
眼
を
奪
わ
れ
が
ち
で
、
そ
の
質
的
デ
ー
タ
の
持
っ
て
い
る
形
式
的
特

性
や
限
界
に
つ
い
て
見
落
と
し
が
ち
に
な
る
．
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例
え
ば
、
生
活
史
法
に
よ
る
現
地
的
源
泉
と
し
て
の
言
語
的
デ
ー
タ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
口
述
史
に
お
い
て
は
、
対
象
老
が
何
歳
の
時

の
口
述
史
か
、
何
回
の
調
査
で
延
べ
何
時
間
話
さ
れ
た
こ
と
か
、
生
活
史
の
年
月
順
に
話
さ
れ
た
の
か
、
非
常
に
詳
し
く
話
さ
れ
た
時
期

は
生
活
史
の
中
で
い
つ
な
の
か
、
何
度
も
繰
り
返
し
話
さ
れ
た
こ
と
は
何
か
、
繰
り
返
し
話
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
話
の
内
容
に
変
化
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

か
っ
た
か
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
も
ち
ろ
ん
生
活
史
調
査
の
段
階
で
も
、
比
較
す
べ
き
点
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

デ
ー
タ
の
性
格
と
し
て
考
え
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
文
献
的
源
泉
と
し
て
の
日
記
に
つ
い
て
も
、
日
記
が
記
さ
れ
て
い
る
期
間
、
年
齢
、

一
日
の
分
量
、
全
体
の
分
量
、
ま
た
中
断
さ
れ
て
い
な
い
か
、
日
付
順
と
記
録
さ
れ
た
順
番
に
相
違
は
な
い
か
、
日
記
の
形
式
は
「
自
由

日
記
」
形
式
か
定
形
あ
る
い
は
長
期
連
用
（
三
年
ま
た
は
五
年
）
形
式
か
、
毎
日
必
ず
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
が
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
日

記
の
性
格
が
、
自
己
告
白
型
、
他
者
批
判
型
、
客
観
的
記
述
型
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
か
、
な
ど
に
注
意
し
て
お
く
必

　
　
　
　
（
36
）

要
が
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
質
的
デ
ー
タ
を
質
的
に
分
析
す
る
諸
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
質
的
デ
ー
タ
を
比
較
し
て
い
く
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
デ
ー
タ
の
特
性
と
同
時
に
、
分
析
方
法
に
応
じ
た
比
較
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
そ
こ
で
．
質
的
分
析
に
か
か
わ
る
諸
方
法

を
こ
こ
で
は
広
く
渉
猟
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
．
第
一
に
は
、
事
例
分
析
が
あ
げ
ら
れ
る
．
社
会
学
的
な
生
活
史
研
究
に
お
い
て
は
．
例

え
ば
、
職
業
・
階
層
移
動
に
お
け
る
事
例
（
ヶ
ー
ス
）
と
し
て
い
く
つ
か
の
生
活
史
を
扱
う
こ
と
が
あ
る
。
家
族
社
会
学
に
お
い
て
も
、
地

域
社
会
学
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
分
析
は
ご
く
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
．
し
か
し
、
多
く
は
、
量
的
調
査
、
統
計
的
分
析
の
後

に
、
そ
の
枠
組
の
中
で
、
よ
り
具
体
的
事
実
を
詳
細
に
展
開
し
て
い
く
と
い
う
目
的
か
ら
事
例
分
析
が
添
え
ら
れ
て
い
る
．
こ
の
他
、
臨

床
心
理
学
や
社
会
福
祉
学
に
お
い
て
も
、
ケ
ー
ス
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
（
事
例
史
）
の
方
法
が
使
わ
れ
て
お
り
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
や
（
福
祉
）
対
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

者
の
問
題
発
見
の
た
め
に
、
面
接
に
よ
っ
て
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
聴
き
取
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
ま
た
、
経
営
学
や
ビ
ジ
ネ
ス
研

究
で
は
、
一
企
業
の
経
営
戦
略
を
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
か
ら
分
析
し
て
い
く
方
法
を
ケ
ー
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
（
。
器
Φ
幕
夢
§
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
多
く
の
領
域
に
お
け
る
事
例
分
析
か
ら
比
較
し
て
分
析
方
法
の
特
徴
を
積
み
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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二
番
目
に
は
、
歴
史
分
析
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
「
歴
史
分
析
」
と
い
う
と
、
史
学
方
法
論
上
の
問
題
を
印
象
づ
け
る
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
社
会
史
を
中
心
に
、
時
間
軸
上
の
比
較
と
考
え
て
も
よ
い
．
例
え
ば
、
個
人
生
活
史
上
に
お
け
る

時
間
軸
と
社
会
史
、
時
代
の
影
響
な
ど
も
「
歴
史
分
析
」
も
し
く
は
「
時
間
分
析
」
の
中
に
含
ま
れ
て
く
る
．
民
俗
学
上
の
コ
回
性
の

な
い
歴
史
」
つ
ま
り
「
繰
り
返
さ
れ
る
歴
史
」
の
観
点
は
、
家
、
村
落
、
共
同
体
な
ど
の
制
度
上
に
あ
っ
て
、
通
過
儀
礼
と
し
て
分
析
さ

れ
て
き
た
が
、
個
人
の
一
生
の
テ
ー
マ
か
ら
は
、
発
達
段
階
や
ラ
イ
フ
・
コ
ー
ス
論
の
観
点
も
加
わ
っ
て
こ
よ
う
．
ま
た
、
時
代
効
果
、

世
代
の
概
念
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
個
別
歴
史
性
が
個
人
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
も
併
せ
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

　
第
三
に
は
、
内
容
分
析
を
含
む
、
い
わ
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
分
析
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
．
こ
れ
は
、
文
学
批
評
、
哲
学
、
記
号
論
、
文
化

人
類
学
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
な
ど
で
応
用
さ
れ
て
い
る
分
析
方
法
で
、
ま
ず
文
字
資
料
、
文
献
作
品
、
映
像
資
料
な
ど

を
「
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
固
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
送
り
手
、
受
け
手
双
方
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
分
析
、
シ
ス

テ
ム
分
析
、
イ
ン
パ
ク
ト
分
析
な
ど
を
進
め
て
い
く
。
生
活
史
法
に
お
い
て
は
、
日
記
分
析
、
手
紙
分
析
な
ど
の
資
料
を
固
定
す
る
際
に

は
、
こ
の
方
法
は
か
な
り
有
効
で
あ
る
し
、
口
述
史
に
お
い
て
も
、
書
か
れ
た
作
品
が
編
集
志
向
の
強
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
発
表
さ
れ
た

生
活
史
研
究
の
作
品
を
「
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
、
二
次
分
析
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
分
析
の
場
合
、
テ
ク
ス
ト
内

で
の
文
脈
に
は
考
慮
が
払
わ
れ
る
が
、
テ
ク
ス
ト
外
の
非
言
語
的
デ
ー
タ
、
調
査
の
場
面
な
ど
は
な
か
な
か
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
い
と
い

う
間
題
点
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
次
分
析
を
行
う
場
合
に
は
、
調
査
者
と
分
析
老
が
異
な
っ
て
く
る
た
め
に
、
研
究
者
側
の
二
重
の
バ
イ

ア
ス
が
か
か
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。

　
第
四
の
質
的
分
析
の
方
法
は
、
広
い
意
味
で
は
、
テ
ク
ス
ト
分
析
に
入
る
も
の
だ
が
、
特
に
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
な
ど
で
発
展
し
て

き
て
い
る
会
話
分
析
（
8
薯
①
緩
註
8
導
巴
透
ω
）
で
あ
る
。
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
で
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
人
々
が
使
用
し
て
い
る
自

明
的
な
方
法
を
あ
る
種
の
実
験
的
方
法
を
用
い
て
発
見
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
．
例
え
ば
、
会
話
の
順
番
取
得
シ
ス
テ
ム
や
「
割

り
込
み
」
（
馨
貫
唇
ひ
巨
）
、
「
あ
い
づ
ち
等
の
支
持
作
業
」
（
ω
暮
零
昌
ぎ
詩
の
）
と
い
っ
た
会
話
の
中
の
細
か
い
規
則
に
注
目
し
た
り
、
カ
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（
38
）

テ
ゴ
リ
ー
化
装
置
、
背
後
認
識
と
「
適
切
な
認
識
」
な
ど
を
判
断
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
．
生
活
史
法
に
お
い
て
も
、
会
話
分
析
の
手
法

を
取
り
入
れ
て
、
「
語
り
」
の
特
質
や
ラ
イ
フ
・
ス
ト
ー
り
ー
の
構
造
を
分
析
し
て
い
く
方
向
も
模
索
さ
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
第
五
の
質
的
分
析
の
方
法
は
、
深
層
分
析
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
精
神
分
析
学
や
臨
床
心
理
学
に
お
い
て
、

す
で
に
相
当
の
蓄
積
の
あ
る
分
析
方
法
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
質
的
社
会
学
に
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

課
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
個
人
生
活
史
の
場
合
に
は
、
精
神
的
な
深
層
分
析
に
直
結
し
う
る
展
開
も
あ
ろ
う
が
、
社
会
史
的
な
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

層
分
析
、
構
造
主
義
の
分
析
も
一
種
の
深
層
分
析
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
支
配
的
な
歴
史
像
の
も
と
で
、
隠
さ

れ
て
き
た
歴
史
の
深
層
、
あ
る
い
は
社
会
生
活
の
基
層
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
も
質
的
分
析
の
重
要
な
課
題
と
な
ろ
う
．

　
以
上
の
よ
う
に
．
質
的
分
析
の
課
題
は
、
従
来
の
社
会
学
で
は
仮
説
演
繹
法
、
観
察
帰
納
法
を
中
心
に
実
証
主
義
の
ラ
イ
ソ
で
統
計
的

方
法
を
駆
使
し
て
ぎ
た
た
め
か
、
意
味
解
釈
法
の
発
展
が
立
ち
遅
れ
て
ぎ
た
と
い
う
問
題
が
あ
る
．
意
味
解
釈
法
に
お
い
て
も
、
M
・
ヴ

ェ
ー
バ
ー
、
A
・
シ
ュ
ッ
ツ
、
現
象
学
・
解
釈
学
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
が
あ
る
が
、
具
体
的
デ
ー
タ
に
即
し
た
分
析
方
法
の
発
展
が
期

待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．
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六
　
結

語

　
生
活
史
研
究
は
そ
の
多
様
な
展
開
の
中
で
、
個
別
学
間
領
域
（
旨
音
ま
。
）
を
大
ぎ
く
越
え
て
い
く
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
人
間
の
全
体
性
」
の
回
復
や
人
間
の
個
性
中
心
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
て
い
く
以
上
、
当
然
の
結
果
で
あ
り
、
現
代
科
学
の
再
編
過
程

か
ら
も
注
目
さ
れ
る
領
域
の
一
つ
で
あ
る
．
例
え
ば
、
生
活
史
資
料
や
生
活
史
研
究
に
対
し
て
は
、
家
族
社
会
学
や
職
業
社
会
学
の
ラ
イ

フ
・
コ
ー
ス
論
や
キ
ャ
リ
ア
発
達
論
か
ら
の
関
心
も
高
ま
っ
て
い
る
し
、
一
方
で
社
会
史
や
生
活
研
究
の
系
譜
か
ら
も
興
味
を
持
た
れ
て

い
る
。
ま
た
、
伝
記
や
文
学
的
真
理
の
題
材
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
単
な
る
読
者
の
側
の
「
人
生
教
訓
し
を
含
ん
だ
「
読
み
も
の
』
と
し
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　　　　　　　　　　　　　　コンタミネーション
　　　　　　　　　　　　表7　生活記録改変の連続体モデル

1 2 3 4 5

対象者の 社会学者の

「純粋な説明」 「純粋な説明」

（生の材料）

手を加えない日 編集を加えた 系統的・主題 副次資料によ 社会学的理論

記，自然なやり 生活史記録 的分析 る検証（例示）

と酢）の手紙，自

伝，書き手自身

が記した書きも

の・手記，社会学

者自身の体験な

ど

て
も
楽
し
ま
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
多
様
性
は
、
と
か
く
「
場
当
た
り
」
的
で
、
そ

の
場
限
り
の
も
の
と
見
ら
れ
や
す
い
。
つ
ま
り
、
量
的
デ
ー
タ
は
連
続
し
て
い
る
の
に
、

質
的
デ
ー
タ
は
根
本
的
に
非
連
続
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

プ
ラ
マ
ー
は
表
7
の
よ
う
な
、
「
生
活
記
録
の
改
変
過
程
（
8
暮
帥
邑
づ
畳
8
）
」
の
連
続
体

モ
デ
ル
を
提
起
し
て
い
る
．
彼
は
、
「
こ
の
生
活
史
記
録
を
解
釈
す
る
と
い
う
問
題
を

解
明
す
る
た
め
に
、
社
会
学
的
生
活
史
に
お
け
る
二
人
の
主
要
な
解
釈
老
、
つ
ま
り
研

究
対
象
と
社
会
学
老
の
位
置
を
定
め
る
た
め
の
連
続
体
モ
デ
ル
を
想
定
し
て
み
る
と
よ

い
．
こ
の
両
者
は
、
い
ず
れ
も
自
分
が
前
提
と
す
る
も
の
を
状
況
の
な
か
に
持
ち
込
む
．

社
会
学
者
は
、
「
哲
学
的
な
」
理
論
や
概
念
を
用
い
る
傾
向
が
あ
り
、
他
方
、
対
象
者

は
自
分
が
「
世
問
的
に
当
り
前
と
思
っ
て
い
る
見
方
」
の
う
え
に
立
つ
傾
向
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
分
析
と
い
う
間
題
は
、
対
象
者
が
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
社
会

学
者
が
ど
の
程
度
ま
で
自
ら
の
「
理
論
」
を
押
し
つ
け
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
、
ど

の
程
度
ま
で
対
象
者
自
身
に
よ
る
世
界
の
理
性
的
な
組
立
て
が
、
そ
の
純
粋
形
態
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

い
て
把
握
さ
れ
、
理
解
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
置
き
換
え
ら
れ
る
．
」
と
述
べ
て

い
る
。

　
こ
の
連
続
体
モ
デ
ル
は
、
社
会
学
者
が
自
ら
の
分
析
装
置
を
対
象
者
に
押
し
つ
け
て

い
く
程
度
、
な
い
し
は
対
象
者
自
身
の
世
界
が
「
改
変
」
さ
れ
る
程
度
を
表
し
て
い
る

が
、
ま
さ
に
、
質
的
デ
ー
タ
の
分
析
に
お
け
る
非
連
続
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
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一
つ
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
質
的
社
会
学
と
し
て
の
生
活
史
研
究
は
、
一
方
で
多
様
性
を
含
み
な
が
ら
、
も
う
一
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
デ

ー
タ
、
調
査
方
法
、
分
析
と
解
釈
を
相
対
化
さ
せ
な
が
ら
、
比
較
し
て
い
く
方
向
へ
と
模
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
（
－
）
　
拙
稿
「
生
活
史
研
究
の
視
角
」
『
慶
懸
義
塾
創
立
一
二
五
年
記
念
論
文
集
法
学
部
政
治
学
関
係
』
所
収
、
一
九
八
三
年
、
三
四
五
⊥
二
六
六
頁
．

　
　
拙
稿
「
生
活
研
究
と
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
1
生
活
史
研
究
か
ら
ー
」
川
添
登
編
『
生
活
学
へ
の
ア
プ
ロ
！
チ
』
ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
四
年
、
四

　
　
九
i
六
八
頁
。
拙
稿
「
生
活
史
と
「
生
の
記
録
」
研
究
ー
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
法
学
研
究
』
第
六
一
巻
第
一
号
、
一

　
　
九
八
八
年
一
月
、
二
…
二
－
二
六
二
頁
、
等
参
照
。

　
（
2
）
の
昌
（
鶏
貫
国
。
≦
畦
α
即
民
鼠
。
。
葺
魯
凄
ざ
O
§
§
ミ
ざ
鳴
じ
0
8
ミ
。
冬
り
（
2
。
ミ
吋
。
吋
パ
”
臣
①
甲
①
⑦
ギ
①
聲
一
。
お
y
ω
。
o
q
鼠
P
因
。
び
①
旨
”
邑

　
　
円
塁
一
9
幹
零
雪
q
・
㌧
§
壕
＆
§
誉
§
ご
O
蓉
§
§
ざ
恥
訪
§
ミ
罫
ミ
9
ぎ
舞
（
乞
①
妻
吋
。
詩
”
魯
ぎ
≦
旨
串
俸
ω
。
串
お
誤
）
等
参
照
。

　
（
3
）
　
拙
稿
「
批
判
的
社
会
学
序
説
」
（
未
発
表
・
修
士
論
文
）
一
七
頁
。

　
（
4
）
　
観
察
帰
納
法
、
仮
説
演
繹
法
、
意
味
解
釈
法
に
つ
い
て
の
「
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
三
角
形
」
に
つ
い
て
は
、
今
里
局
俊
『
自
己
組
織
性
－
社
会
理

　
　
論
の
復
活
1
』
創
文
社
、
一
九
八
六
年
、
に
詳
し
い
。

　
（
5
）
　
日
本
社
会
調
査
史
に
つ
い
て
は
、
川
合
隆
男
編
『
近
代
日
本
社
会
調
査
史
（
1
）
』
慶
感
通
信
、
一
九
八
九
年
、
江
口
英
一
編
『
日
本
社
会
調
査

　
　
の
水
脈
』
法
律
文
化
社
・
一
九
九
〇
年
、
等
の
労
作
が
最
近
発
行
さ
れ
て
い
る
。
他
に
、
中
川
清
「
〈
書
評
論
文
V
近
代
日
本
一
〇
〇
年
の
自
己
認

　
　
識
を
振
り
返
る
」
『
三
田
学
会
雑
誌
』
八
三
巻
三
号
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
．
二
八
三
－
二
九
六
頁
．
川
合
隆
男
「
日
本
社
会
学
の
最
近
の
動
向
と

　
　
反
省
」
『
法
学
研
究
』
第
六
三
巻
第
三
号
、
一
九
九
〇
年
三
月
、
一
－
四
二
頁
、
等
も
参
照
。

　
（
6
）
　
井
腰
圭
介
「
な
ぜ
「
質
的
」
デ
ー
タ
が
必
要
な
の
か
1
見
田
・
安
田
論
争
再
考
」
『
上
智
大
学
　
社
会
学
論
集
』
一
二
号
、
一
九
八
八
年
三
月
、

　
　
二
一
ー
四
二
頁
。
な
お
、
井
腰
圭
介
「
質
的
デ
ー
タ
分
析
に
お
け
る
推
論
と
解
釈
の
差
異
i
生
活
史
分
析
の
多
様
性
と
そ
の
意
味
1
」
日
本
社
会
学

　
　
会
第
六
三
回
大
会
二
般
研
究
報
告
（
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
研
究
の
理
論
と
方
法
）
で
の
レ
ジ
ュ
メ
も
参
考
に
し
た
．

　
（
7
）
　
同
右
、
三
五
i
四
〇
頁
．

　
（
8
）
　
水
野
節
夫
「
生
活
史
研
究
と
そ
の
多
様
な
展
開
」
宮
島
喬
編
『
社
会
学
の
歴
史
的
展
開
』
サ
イ
エ
ン
ス
社
、
一
九
八
六
年
、
一
四
九
ー
二
〇
八

　
　
頁
、
参
照
。

　
（
9
）
　
拙
稿
「
生
活
史
研
究
の
視
角
」
前
掲
、
三
五
三
頁
参
照
．
四
つ
の
視
角
と
は
、
e
生
活
史
事
例
の
類
型
化
（
生
活
研
究
）
、
⇔
質
的
調
査
法
と

　
　
「
個
人
」
研
究
（
社
会
調
査
論
）
、
㊧
主
観
的
現
実
の
変
更
過
程
（
現
象
学
的
社
会
学
）
、
四
生
活
史
と
社
会
史
（
社
会
変
動
論
）
の
こ
と
で
あ
る
。
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そ
の
意
味
で
は
、
本
稿
は
、
⇔
の
社
会
調
査
論
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
．

（
1
0
）
　
水
野
節
夫
「
生
活
史
研
究
と
そ
の
多
様
な
展
開
」
前
掲
、
一
九
三
頁
．

（
1
1
）
　
≧
ぢ
。
詳
9
≦
●
壇
ぎ
黛
器
＆
㌧
ミ
。
。
§
ミ
b
。
§
§
§
帖
ぎ
、
超
簿
§
覧
§
じ
Q
亀
§
ミ
お
島
（
大
場
安
則
訳
『
心
理
科
学
に
お
け
る
個
人
的
記

　
録
の
利
用
法
』
培
風
館
、
一
九
七
〇
年
）
．

（
1
2
）
　
大
久
保
孝
治
「
生
活
史
分
析
の
方
法
論
的
基
礎
」
『
社
会
科
学
討
究
』
第
三
四
巻
第
一
号
、
一
九
八
八
年
、
一
七
五
頁
．

（
1
3
）
　
同
右
、
一
六
八
頁
．
大
久
保
は
、
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
研
究
に
お
け
る
統
計
的
方
法
と
事
例
的
方
法
の
性
格
の
相
違
を
表
①
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
　
　
較

　
　
　
　
比

　
　
　
　
の

　
　
　
　
法

　
　
　
　
究

　
　
　
　
研

　
　
　
　
例

　
　
　
　
事

　
　
　
　
と

　
　
　
　
法

　
　
　
　
方

　
　
　
　
的

　
　
　
　
計

　
　
　
　
統

　
　
　
　
①

　
　
　
　
表

（
1
4
）
ω
①
量
爵
‘
∪
琶
①
ダ
○
邑
田
ω
“
。
q
魯
箕
§
ざ
馨
。
彗
蜀
＠
Φ
旨
駐
。
琶

　
ミ
魁
ぎ
き
、
。
遷
、
目
ぎ
。
遷
§
9
、
養
9
ざ
。
き
』
ミ
ミ
き
9
ざ
蓉
N
硫
。
亀
ミ
笥
跳
昏
ま
奪

　
ω
》
O
国
勺
q
げ
＝
。
暮
帥
。
墓
一
8
0
）
b
一
①
刈
・

パ　　　　　　　　　　　　　　　ハ

19　18　17　16　15

統計的方法 事例研究法

分析の対象 集　　団 個　　人

サンプル数 多　　数 少　　数

データの性質 量　　的 質　　的

同時に分析で

きる要因数
少　　数 多　　数

分析の論理 客観的 主観的

ω
。
9
巴
竃
。
〈
。
目
。
暮
9
営
Q
器
ロ
固
器
（
Φ
e
4
q
§
℃
ミ
9
画
ぎ

ω
＞
Q
国
ω
言
9
Φ
ω
甘
H
暮
Φ
葺
碧
一
〇
轟
一
ω
0
9
0
一
〇
α
q
図
お
（
い
○
且
o
簑

水
野
節
夫
、
前
掲
、
一
七
〇
頁
．

庶
民
生
活
史
研
究
会
編
『
同
時
代
の
生
活
史
』
未
来
社
、
一
九
八
九
年
．

中
野
卓
編
著
『
口
述
の
生
活
史
－
或
る
女
の
愛
と
呪
い
の
日
本
近
代
i
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
七
年
．

拙
稿
「
生
活
史
と
「
生
の
記
録
」
研
究
ー
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
前
掲
．
二
四
〇
頁
．

大
山
信
義
編
著
『
船
の
職
場
史
ー
造
船
労
働
者
の
生
活
史
と
労
使
関
係
ー
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
八
年
、
一
…
二
頁
．

大
山
は
本
書
を
第
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1
部
あ
る
船
具
工
の
生
活
史
．
第
H
部
あ
る
仕
上
工
の
生
活
史
、
第
皿
部
解
説
論
文
と
い
う
形
で
ま
と
め
て
い
る
．
解
説
論
文
に
は
、
「
生
活
史
と

産
業
労
働
の
社
会
学
－
視
座
の
転
換
の
た
め
に
ー
」
と
「
反
省
理
論
と
し
て
の
生
活
史
ー
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
の
立
場
か
ら
ー
」
の
二
論
文
が
収
め
ら
れ

て
い
る
．
本
稿
で
は
、
主
に
前
名
の
方
を
中
心
に
考
察
L
て
い
る
．

パ　 パ　 パ　 ハ　 　　パ25　24　23　22　21　20
）　）　）　）　）　）

浮同同同同同
暮右右右右右レ？」　　 、　　■　　、　　、　　、

三
二
九
頁
。

三
三
〇
頁
。

三
三
〇
頁
。

三
三
〇
頁
。

三
三
六
ー
三
四
三
頁
．

究
法
な
ど
を
別
の
章
で
解
説
し
て
い
る
。

（
2
6
）記

憶
・
場
所
』

（
2
7
）

韻
①
＞
一
一
〇
づ
俸
q
づ
且
舅

活
史
研
究
案
内
ー
』

（
2
8
）

（
2
9
）

（
3
0
）

　
九
八
○
年
三
月
、

（
3
1
）

（
32
）

（
3
3
）

（
3
4
）

　
「
「
無
作
為
主
義
」

国
器
浮
8
ρ
O
貰
ざ
蔑
聾
。
遷
。
、
o
Q
8
§
笥
§
ミ
＆
鼠
魯
ぎ
号
ぎ
轟
ぢ
”
p
お
虞
（
川
合
隆
男
・
霜
野
寿
亮
監
訳
『
社
会
調
査
方
法
史
』
慶

　
　
一
九
八
二
年
）
に
よ
る
と
、
参
与
観
察
法
と
生
活
史
法
を
一
つ
の
セ
ッ
ト
に
し
て
お
り
、
踏
査
法
（
聲
ミ
亀
）
と
実
験
的
方
法
、
比
較
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
質
的
調
査
法
と
し
て
の
分
類
は
筆
者
の
見
解
に
よ
る
．

阿
南
透
「
写
真
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
ー
近
代
の
民
俗
1
」
『
日
本
民
俗
学
』
一
七
五
号
・
一
九
八
八
年
八
月
、
六
九
－
九
五
頁
．
岩
井
洋
「
身
体
・

　
　
　
　
『
上
智
大
学
　
社
会
学
論
集
』
一
一
号
、
一
九
八
六
年
。
三
三
－
五
〇
頁
。

国
仁
目
目
。
き
国
。
づ
‘
U
。
窪
目
曾
ひ
ω
。
団
ご
暁
①
”
＞
昌
ぎ
ぼ
＆
唱
＆
g
ε
爵
①
ギ
。
げ
一
①
目
の
餌
包
＝
ε
声
訂
お
。
鴎
”
国
仁
言
導
響
一
。
竃
Φ
芸
o
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
。
ω
）
マ
o。
“
（
原
田
勝
弘
・
川
合
隆
男
・
下
田
平
裕
身
監
訳
『
生
活
記
録
の
社
会
学
－
方
法
と
し
て
の
生

　
　
　
　
　
　
光
生
館
・
一
九
九
一
年
）
一
二
五
－
六
頁
参
照
。

大
山
信
義
、
前
掲
書
、
三
三
〇
頁
．

ピ
①
8
F
国
α
巨
琶
畠
‘
q
蕊
§
ま
§
9
9
馨
§
ま
蔚
ミ
識
o
ド
O
暫
巨
げ
旨
島
Φ
q
乱
く
零
巴
0
網
℃
器
。
・
ψ
‘
一
〇
刈
9
》
一
9

拙
稿
「
批
判
的
社
会
学
の
知
識
構
造
ー
パ
ラ
ダ
イ
ム
概
念
を
軸
と
し
て
ー
」
『
慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
紀
要
』
第
二
〇
号
、
一

　
　
　
　
　
四
四
頁
．

土
居
健
郎
『
方
法
と
し
て
の
面
接
ー
臨
床
家
の
た
め
に
ー
』
医
学
書
院
、
一
九
七
七
年
。

同
右
、
二
二
〇
1
＝
三
頁
．

松
本
健
一
『
仮
説
の
物
語
り
ー
い
か
に
事
実
を
発
見
す
る
か
ー
』
新
潮
社
・
一
九
九
〇
年
、
参
照
。

大
久
保
孝
治
「
生
活
史
分
析
の
方
法
論
的
基
礎
」
前
掲
、
に
お
い
て
、
中
野
卓
の
「
無
作
為
主
義
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
．

　
　
　
　
　
は
い
う
な
れ
ば
社
会
調
査
法
に
お
け
る
「
奥
義
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
…
…
『
口
述
の
生
活
史
』
は
中
野
卓
と
い
う
個
性
あ
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ふ
れ
る
研
究
者
と
内
海
松
代
と
い
う
希
有
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
の
出
会
い
の
所
産
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
生
活
史
法
と
い
う
も
の

　
を
芸
術
的
な
、
あ
る
い
は
神
秘
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
．
」
（
一
七
〇
頁
）
．

（
35
）
　
℃
言
舅
目
聲
国
Φ
P
憲
創
℃
」
O
ω
・
（
邦
訳
、
一
五
三
頁
）
に
は
、
生
活
史
調
査
に
お
い
て
、
パ
イ
ア
ス
が
生
じ
る
領
域
の
チ
ェ
ッ
ク
・
リ
ス
ト

を
ω
生
活
史
の
情
報
提
供
者
、
ω
社
会
科
学
者
ー
調
査
者
、
⑥
相
互
作
用
、
に
分
け
て
提
出
し
て
い
る
．

（
36
）
　
中
野
卓
編
・
著
『
中
学
生
の
み
た
昭
和
十
年
代
』
新
曜
社
・
一
九
八
九
年
、
は
日
記
資
料
の
著
者
が
中
学
生
時
代
（
一
五
歳
一
一
か
月
～
一
七

歳
三
か
月
）
の
中
野
卓
で
あ
り
、
編
者
は
、
現
在
（
八
九
年
当
時
六
九
歳
）
の
中
野
卓
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
デ
ー
タ
の
質
的
分
析
に
と
っ

　
て
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
3
7
）
　
浅
賀
ふ
さ
『
ケ
ー
ス
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
要
点
ー
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
理
解
の
手
引
き
ー
』
川
島
書
店
、
一
九
七
一
年
。

（
3
8
）
　
o
Q
8
寄
山
碧
奉
y
卜
昌
ぎ
三
ゆ
一
ぎ
く
霧
江
撃
該
8
0
h
浮
①
q
。
・
菩
一
一
一
受
亀
Q
9
お
誘
暮
一
。
轟
一
U
暮
暫
馬
自
U
。
冒
騎
ω
o
。
一
〇
一
£
周
い
（
G
・
サ
ー
サ

　
ス
／
H
・
ガ
ー
フ
ィ
ソ
ケ
ル
／
H
・
サ
ッ
ク
ス
／
E
・
シ
ェ
グ
ロ
フ
（
北
澤
裕
・
西
阪
仰
訳
）
『
日
常
性
の
解
剖
学
』
マ
ル
ジ
ュ
社
・
一
九
八
九
年
、

　九

三
－
一
七
三
頁
。

（
39
）
　
佐
藤
健
二
「
社
会
分
析
の
方
法
と
し
て
の
『
新
し
い
歴
史
』
」
『
社
会
科
学
紀
要
』
三
三
輯
、
東
京
大
学
教
養
学
部
、
一
九
八
四
年
三
月
、
一
八

　九1

二
一
七
頁
。

（
4
0
）
　
℃
言
目
目
9
国
Φ
戸
ま
す
｝
に
ω
●
（
邦
訳
、
一
六
六
頁
）
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