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創
刊
の
言
葉

　『
新
社
会
学
研
究
』
は
、
今
か
ら
遡
る
こ
と
百
七
十
年
前
に
「
市
民
社
会
に
お
け
る
不
幸
に

係
わ
る
自
己
認
識
の
科
学
」
と
し
て
出
発
し
た
思
想
と
し
て
の
社
会
学
本
来
の
姿
に
立
ち
戻

り
、
通
時
的
に
は
現
代
日
本
の
文
化
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
親
密
圏
、
教
育
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
宗

教
、
法
律
、
政
治
、
経
済
、
産
業
の
各
所
に
遍
く
澱
の
よ
う
に
潜
む
矛
盾
や
桎
梏
の
揚
棄
、
共

時
的
に
は
原
発
震
災
以
降
、
顕
著
と
な
っ
た
歪
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
市
民

社
会
分
断
か
ら
の
防
護
等
の
諸
課
題
に
向
け
て
、
透
徹
な
る
分
析
に
裏
打
ち
さ
れ
た
有
意
味
な

批
判
な
ら
び
に
、
よ
り
良
き
未
来
を
導
く
豊
か
な
提
言
を
投
げ
か
け
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
、

社
会
学
の
技
術
と
精
神
の
、
普
及
、
告
知
、
称
揚
、
涵
養
、
発
展
、
革
新
を
図
る
学
術
誌
た
る

こ
と
を
、
そ
の
使
命
と
す
る
。
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１　

�

経
済
学
vs.
社
会
学

─
Ｎ
Ｈ
Ｋ
『
出
社
が

楽
し
い
経
済
学
』
を
ネ
タ
に
し
て
考
え
る

　
﹃
出
社
が
楽
し
い
経
済
学
﹄（
の
一
部
）
を
、

「
社
会
学
（
共
通
教
育
）」
の
授
業
で
使
っ
て
い

る
。
こ
の
番
組
は
、
二
〇
〇
九
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ

教
育
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
で
放
映
さ
れ
た
も
の
だ

が
、
二
十
八
分
の
番
組
の
な
か
に
、
そ
の
日
の

テ
ー
マ
を
題
材
に
し
た
「
夜
の
本
格
経
済
学
ド

ラ
マ
」
が
前
後
編
合
わ
せ
て
二
篇
含
ま
れ
て
お

り
、
こ
れ
が
喜
劇
仕
立
て
で
な
か
な
か
楽
し
い

（
劇
団
ス
ー
パ
ー
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
の

役
者
た
ち
が
出
演
し
て
い
る
）。
授
業
で
は
学
生

と
一
緒
に
笑
い
な
が
ら
そ
の
部
分
を
見
て
、
補

足
事
項
を
解
説
し
な
が
ら
八
十
分
ほ
ど
過
ご
す

が
、
番
組
の
さ
い
ご
に
、「
本
日
の
復
習
」
と

い
う
三
択
の
「
ク
イ
ズ
」
部
分
が
あ
っ
て
、
そ

こ
で
「
お
さ
ら
い
」
が
で
き
る
構
成
に
な
っ
て

い
る
。

　

こ
の
「
お
さ
ら
い
ク
イ
ズ
部
分
」
の
答
え

は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
載
っ
て
い
る

の
だ
が
、
解
答
に
違
和
感
を
持
つ
こ
と
、
納
得

で
き
な
い
こ
と
が
と
き
ど
き
あ
る
。
た
と
え

ば
、
第
九
回
の
「
共
有
地
の
悲
劇
」
で
は
、
登

山
客
が
増
え
た
こ
と
に
よ
る
「
富
士
山
の
環
境

破
壊
」
を
「
共
有
地
の
悲
劇
」
の
事
例
と
し
て

紹
介
し
た
う
え
で
、「
共
有
地
の
悲
劇
の
解
決

策
で
は
な
い
も
の
は
次
の
ど
れ
か
？
」
と
問
い

か
け
て
い
る
。
し
か
し
、
提
示
さ
れ
て
い
る
三

つ
の
選
択
肢
（
①
入
山
規
制
、
②
登
山
税
、
③
有

料
公
衆
ト
イ
レ
の
整
備
）
を
、
十
分
な
猜
疑
心

を
持
っ
て
考
え
る
と
、
社
会
学
的
に
は
「
ど
れ

で
も
選
べ
る
」
と
も
い
え
る
し
、
あ
る
い
は
、

「
選
べ
る
選
択
肢
は
な
い
」
と
も
い
え
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
つ
ず
つ
考
え
て
い
っ
て
み
よ
う
。
①
や
②

の
解
決
策
は
、
そ
れ
が
十
分
効
果
を
持
つ
か
ど

う
か
に
関
し
て
、
ま
ず
疑
義
が
あ
り
う
る
だ
ろ

う
。
一
〇
〇
円
程
度
の
登
山
税
に
は
、
た
ぶ

ん
、
効
果
は
な
い
。
ま
た
、
同
じ
く
登
山
税
に

関
し
て
は
、
高
く
し
た
ら
高
く
し
た
で
、「
金

を
払
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ぐ
ら
い
の
こ

と
は
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
形
の
、
環

境
保
全
に
逆
行
す
る
方
向
で
の
行
動
変
容
が
促

さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
も
無
視
で
き
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
各
政
策
は
意
図
を
持
っ
て
行
わ

れ
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
意
図
ど
お
り
の
行
動

が
実
際
に
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
ま
た
別
問

題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
ク
イ
ズ
は
そ
の
政
策
意

図
と
実
際
の
状
況
変
化
と
の
異
同
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
い
ぶ

巻
頭
エ
ッ
セ
イ

社
会
学
的
に
考
え
る
こ
と
の
実
践
と
し
て
の『
新
社
会
学
研
究
』

─
社
会
学
的
思
考
を
促
す
仕
組
み
と
し
て
の
公
募
特
集
と
そ
の
査
読

樫
田
美
雄
（
神
戸
市
看
護
大
学
）
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か
し
く
思
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
③
に
関
し
て
い

え
ば
、
十
分
な
額
の
ト
イ
レ
料
金
を
設
定
す
れ

ば
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
屎
尿
処
理
を
す
る
こ
と

も
可
能
に
な
り
、
山
肌
の
紙
流
れ
を
無
く
す
こ

と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
、
環
境
破
壊

を
減
ら
す
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
意
味
で
、

共
有
地
の
悲
劇
の
解
決
策
に
な
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
た
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
側
が
提
示
し
て

い
る
答
え
は
、
③
の
み
で
あ
っ
た
。
理
由
は
、

「
過
剰
利
用
の
抑
制
で
は
な
い
か
ら
」
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
い
ろ
い
ろ
疑
義
は
あ
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
①
や
②
が
「
利
用
者
数
の
減
少
が

期
待
で
き
る
施
策
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
③
が

「
利
用
者
数
の
減
少
を
志
向
し
て
い
な
い
施
策
」

で
あ
る
が
た
め
に
、
③
の
み
が
解
答
で
あ
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
社
会
学
者
に
は
納
得
し
が

た
い
理
路
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
「
ク
イ
ズ
」
に
対
す
る
樫
田
の
違
和
感

は
、「
過
剰
利
用
の
抑
制
の
み
を
問
題
の
解
決

と
す
る
近
視
眼
的
な
問
題
理
解
」
に
な
っ
て
い

る
こ
と
へ
の
違
和
感
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
社

会
学
的
に
は
、「
過
剰
利
用
が
問
題
な
の
で
は

な
く
、
供
給
不
足
が
問
題
だ
」
と
い
う
こ
と
も

可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
前
提
を
疑
う
志

向
性
が
強
い
社
会
学
」
対
「
前
提
を
置
い
た
上

で
計
算
で
問
題
解
決
す
る
志
向
性
が
強
い
経
済

学
」
と
対
比
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
す
な
わ

ち
、﹃
出
社
が
楽
し
い
経
済
学
﹄
と
い
う
番
組

名
の
下
で
は
、
③
の
み
が
「
共
有
地
の
悲
劇
の

解
決
策
で
は
な
い
も
の
」
と
さ
れ
る
の
は
、
あ

る
意
味
で
当
然
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
前

提
を
ど
こ
ま
で
疑
う
か
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と

に
関
す
る
「
態
度
の
違
い
」
が
あ
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
経
済
学
的
思
考
と
社
会
学
的
思

考
の
間
に
は
「
遡
及
的
に
問
題
把
握
す
る
際
の

深
度
の
違
い
」
が
あ
る
。「
あ
ー
、
こ
ん
な
と

こ
ろ
に
違
い
が
あ
る
ん
だ
」
と
感
じ
た
事
例
で

あ
っ
た
。

２　

�

別
様
の
思
考
法
に
開
か
れ
て
い
る
学
問

と
し
て
の
社
会
学

　

と
き
ど
き
、
法
政
大
学
の
中
筋
直
哉
氏
の
ブ

ロ
グ
﹃
群
衆
の
居
場
所
﹄
を
見
て
い
る
。
じ
っ

く
り
読
む
と
影
響
さ
れ
す
ぎ
て
し
ま
う
の
で
、

タ
ッ
チ
＆
ゴ
ー
で
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
見
て
、
刺

激
だ
け
受
け
て
、
あ
と
は
見
な
い
よ
う
に
し
て

い
る
の
だ
が
、
い
つ
も
感
心
す
る
の
は
、
書
か

れ
て
い
る
文
面
の
質
感
が
と
っ
て
も
「
社
会
学

的
で
あ
る
こ
と
」
だ
。
微
妙
な
あ
わ
い
で
、
社

会
学
と
社
会
学
で
な
い
も
の
を
よ
り
分
け
て
い

る
感
じ
が
い
い
。
社
会
学
的
に
書
く
と
い
う
こ

と
を
、
内
容
に
依
存
さ
せ
て
で
は
な
く
、
文
章

の
質
感
に
根
拠
を
持
た
せ
る
形
で
、
し
っ
か
り

と
実
践
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
気
に

い
っ
た
回
の
ブ
ロ
グ
は
、
コ
ピ
ペ
し
て
、
書
き

か
け
の
論
文
用
の
「
素
材
保
管
フ
ォ
ル
ダ
」
に

保
存
し
て
お
く
。
そ
う
し
て
、
自
分
の
原
稿
を

書
く
際
に
、
ち
ょ
っ
と
飽
き
た
ら
見
た
り
、
考

え
た
り
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に

す
る
と
、
自
分
の
原
稿
に
、
ほ
ん
の
り
と
社
会

学
色
が
つ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
、
今
日
も
、
中
筋
氏
の
ブ
ロ
グ
中
の

「
社
会
科
学
の
一
平
民
：
社
会
学
的
思
考
の
基

礎
３
」（
二
〇
一
七
年
十
一
月
一
日
投
稿
）
を
見
て
、

こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
今
日
は
、
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ち
ゃ
ん
と
引
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
上
述
の

「
共
有
地
の
悲
劇
」
か
ら
の
感
慨
に
、
内
容
的

に
関
係
し
て
い
る
ブ
ロ
グ
内
記
事
だ
か
ら
だ
。

　

ま
ず
、
中
筋
（
以
下
敬
称
略
）
は
、
敬
愛
す

る
年
長
の
同
僚
（
た
ぶ
ん
、
社
会
学
以
外
の
社

会
科
学
者
）
か
ら
「
社
会
学
は
問
題
の
発
見
に

優
れ
、
経
済
学
は
問
題
の
分
析
に
優
れ
、
法
学

は
問
題
の
解
決
に
優
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ

の
シ
リ
ー
ズ
で
連
携
で
き
る
と
い
い
ね
」
と
言

わ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、「
そ
の
通
り
だ
と

思
い
な
が
ら
、
一
方
で
そ
れ
は
き
わ
め
て
（
近

代
）
経
済
学
的
な
思
考
法
だ
な
、
と
」
そ
の
先

輩
の
「
諸
社
会
科
学
は
役
割
を
分
担
し
た
ら
い

い
ん
だ
よ
説
」
に
対
し
て
批
判
的
な
眼
を
向
け

る
。
そ
し
て
、「
現
実
的
な
要
素
を
組
み
合
わ

せ
て
（
加
重
平
均
的
に
足
し
上
げ
て
、
あ
る
い
は

分
業
し
て
）
最
適
解
を
出
す
、
出
せ
る
は
ず
だ

と
い
う
の
が
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
経
済
学
的
思

考
な
の
」
だ
と
、
つ
ま
り
は
、
同
僚
の
思
考
の

全
体
を
「
経
済
学
的
思
考
」
で
あ
っ
て
、
社
会

学
に
は
別
の
思
考
が
あ
る
の
だ
と
、
対
比
的

に
、
類
型
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
、
私
の
思
考
で
あ
る
。

上
述
の
﹃
出
社
が
楽
し
い
経
済
学
﹄
で
は
、
番

組
内
で
の
「
共
有
地
の
悲
劇
」
の
認
定
に
お
い

て
は
、「
過
剰
利
用
」
が
原
因
で
、「
経
済
的
損

失
」
が
結
果
で
あ
っ
た
（「
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
」

の
形
で
記
述
す
る
な
ら
、
各
自
が
自
分
の
利
益
を

最
大
化
し
よ
う
と
す
る
と
、
少
な
く
と
も
、
全
体

の
利
益
は
損
な
わ
れ
る
、
と
い
う
形
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
感
じ
に
な
っ
て
い
た
）。

た
と
え
ば
、
牧
草
地
の
疲
弊
は
牛
が
多
す
ぎ
る

こ
と
が
原
因
と
さ
れ
て
い
た
し
、
道
路
の
渋
滞

は
、
自
動
車
が
多
す
ぎ
る
こ
と
が
原
因
と
さ
れ

て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
社
会
学
な
ら
、
別
様
に

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思

わ
れ
た
。
牧
草
地
が
不
足
し
た
の
な
ら
、
新
規

に
開
拓
す
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
。
道
路
の
渋

滞
は
、
道
路
を
増
や
し
て
も
よ
い
し
、
あ
る
い

は
、
渋
滞
す
る
に
任
せ
て
置
く
手
も
あ
る
だ
ろ

う
。
渋
滞
は
、
一
種
の
ビ
ル
ト
・
イ
ン
・
ス
タ

ビ
ラ
イ
ザ
ー
と
し
て
自
動
車
の
数
が
増
え
す
ぎ

な
い
よ
う
に
す
る
自
然
発
生
的
機
能
を
も
っ
て

い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
、「
共
有
地
の
悲
劇
」
的
な
「
原
因

－

結
果
」
理
解
は
、
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
る

社
会
問
題
に
関
し
て
、
当
該
の
社
会
問
題
の
解

決
策
を
あ
ら
か
じ
め
「
過
剰
利
用
の
抑
制
」
に

限
っ
た
形
で
理
解
し
た
場
合
に
の
み
適
切
と
な

る
理
解
の
形
（
言
明
）
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

た
し
か
に
、
そ
こ
か
ら
始
め
る
こ
と
が
で
き

る
「
社
会
学
」
と
い
う
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。

社
会
的
合
意
の
取
り
や
す
い
「
規
制
の
仕
方
」

を
検
討
し
た
り
、
入
会
地
同
様
の
利
害
共
有
集

団
作
り
を
し
て
い
く
の
に
貢
献
す
る
社
会
学
と

い
う
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、「
社

会
学
の
可
能
性
」
の
中
に
は
、「
過
剰
利
用
の

抑
制
」
と
い
う
「
前
提
」
を
採
用
し
な
い
立
場

か
ら
の
社
会
学
と
い
う
も
の
も
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
近
代
的
な
「
計
算
可
能
性
」
の
外

側
に
問
題
を
開
い
て
い
く
潜
在
的
能
力
が
、
社

会
学
に
は
あ
る
は
ず
な
の
だ
。
社
会
の
多
側
面

性
の
把
握
を
し
た
社
会
学
に
は
、
経
済
学
や
政

治
学
の
前
提
を
超
え
て
考
え
る
資
質
が
あ
る
は
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ず
な
の
だ
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
社
会
学
の
思
考
的
可
能

性
」
を
、「
前
提
を
疑
い
続
け
る
力
」
と
か
、

「
機
能
不
全
に
な
っ
た
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
、

よ
り
広
域
的
な
思
考
を
す
る
こ
と
で
、
機
能
的

な
再
統
合
を
図
る
力
」
と
い
う
よ
う
な
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
形
で
、
定
式
化
し
て
よ
い
の
か
、
と

い
う
問
題
が
こ
こ
に
生
ず
る
。
別
様
に
考
え
る

こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
別
様
の
考
え

方
が
、「
誰
か
の
利
益
に
な
る
」
と
は
限
ら
な

い
し
、
そ
も
そ
も
別
様
に
考
え
た
方
が
「
再
統

合
に
有
用
」
な
の
か
ど
う
か
す
ら
、
分
か
ら
な

い
、
の
だ
か
ら
。

３　

�

前
提
遡
及
的
に
問
題
把
握
す
る
深
度
の

違
い
で
、
社
会
学
を
特
徴
づ
け
る
こ
と

は
可
能
か

　

つ
ま
り
は
、
社
会
学
帝
国
主
義
の
立
場
を
と

る
か
ど
う
か
、
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
政
治
学
や
経
済
学
の
よ
う
な
、
探

究
す
る
対
象
を
も
っ
た
社
会
科
学
に
対
し
て
、

社
会
学
は
研
究
対
象
を
持
た
な
い
メ
タ
的
な
社

会
科
学
で
あ
る
。
こ
の
個
別
の
研
究
対
象
を
持

た
な
い
「
社
会
学
」
に
は
、
そ
う
い
う
学
問
に

し
か
で
き
な
い
活
動
が
可
能
で
は
あ
る
だ
ろ

う
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う

に
、
他
の
学
問
分
野
が
、
議
論
の
前
提
と
し
て

組
み
込
ん
で
い
る
「
前
提
」
を
疑
う
思
考
こ
そ

は
、「
社
会
学
」
が
得
意
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

経
済
学
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ

ミ
ク
ス
」
的
人
間
観
か
ら
離
脱
で
き
な
い
の
な

ら
ば
、
社
会
学
は
、
そ
の
前
提
の
外
側
で
議
論

を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
こ
の
「
社
会
学
の
特
権
性
」
に

「
実
」
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
可
能
性
」
に
固

執
し
た
と
こ
ろ
で
、「
可
能
性
は
つ
い
に
可
能

性
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
い
わ
れ
て
し
ま
い
か

ね
な
い
の
で
あ
る
。
社
会
学
者
の
現
場
志
向
や

生
活
者
志
向
は
、
こ
の
「
社
会
学
の
特
権
性
」

に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
現
実
か
ら
遊
離
し
て
し
ま

う
こ
と
へ
の
「
不
安
」
か
ら
来
て
い
る
も
の
の

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
は
、「
前
提
遡
及
的
に
問
題
把
握
す

る
深
度
の
違
い
で
、
社
会
学
を
特
徴
づ
け
る
こ

と
」
は
、
そ
れ
だ
け
で
、
社
会
学
を
し
て
い
る

と
主
張
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
怖
く
て
で
き
な

い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

結
局
、
社
会
学
の
自
由
さ
は
、
社
会
学
の
不

自
由
さ
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
い
か
よ
う
に
も

考
え
て
い
け
る
、
と
い
う
社
会
学
の
可
能
性
の

広
さ
こ
そ
が
、
経
験
的
に
考
え
る
べ
き
だ
と
い

う
枠
組
か
ら
我
々
が
離
脱
す
る
こ
と
を
（
理
不

尽
に
も
）
困
難
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
警
句

的
に
い
え
ば
、
社
会
学
は
自
由
す
ぎ
る
か
ら
不

自
由
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

上
記
の
状
況
を
与
件
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

不
自
由
さ
を
巧
み
に
生
き
き
る
こ
と
こ
そ
が
、

社
会
学
を
す
る
こ
と
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
微
妙
な
と
こ
ろ
で
、
実
践
性
や

経
験
性
を
確
保
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
い

ろ
い
ろ
と
自
由
に
考
え
て
い
く
、
そ
う
い
う
研

究
へ
の
態
度
を
工
夫
し
て
維
持
し
て
い
く
こ
と

こ
そ
は
、
社
会
学
を
実
践
的
に
生
き
て
い
く
と

い
う
言
葉
に
価
す
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
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４　
�『

新
社
会
学
研
究
』
を
刊
行
す
る
こ
と

で
、我
々
は
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

　

論
題
に
向
か
っ
て
、
議
論
を
先
に
進
め
よ

う
。
じ
つ
は
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
は
、
我
々
同

人
の
「
自
己
省
察
」
の
一
部
と
し
て
な
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
は
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
は
「
社

会
学
と
は
な
に
か
」「
社
会
学
を
す
る
と
は
い

か
な
る
こ
と
な
の
か
」「
社
会
学
を
実
際
に
お

こ
な
っ
て
い
く
現
場
で
は
、
ど
ん
な
こ
と
が
起

き
て
し
ま
う
の
か
」
と
い
う
三
つ
の
問
い
に
答

え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ

の
検
討
は
、﹃
新
社
会
学
研
究
﹄
の
た
め
の
検

討
で
あ
る
と
ど
う
じ
に
、
我
々
が
開
催
し
た

「﹃
新
社
会
学
研
究
﹄
合
評
会
」
の
中
で
議
論
さ

れ
た
内
容
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　

我
々
五
名
の
同
人
は
、
こ
の
半
年
の
間
に

﹃
新
社
会
学
研
究
﹄
の
合
評
会
を
、
大
阪
（
二

〇
一
七
年
十
二
月
一
日
）
と
東
京
（
二
〇
一
八
年

六
月
九
日
）
で
一
回
ず
つ
開
催
し
た
］
1
［

。
こ
れ
ら

の
合
評
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
人
ず
つ
の
登
壇
者

に
、
本
誌
に
関
わ
る
評
価
を
述
べ
て
も
ら
い
、

あ
と
は
、
報
告
へ
の
質
疑
応
答
と
フ
リ
ー
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
、﹃
新
社
会
学
研
究
﹄
が
達

成
で
き
た
こ
と
と
、
達
成
で
き
て
い
な
い
こ
と

の
両
方
を
確
認
し
て
い
く
、
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。

　

い
ず
れ
の
会
に
お
い
て
も
、
登
壇
者
の
力
の

こ
も
っ
た
報
告
で
会
は
盛
り
上
が
っ
た
が
、
そ

の
一
方
で
い
く
つ
も
の
疑
問
が
、
本
誌
に
向

か
っ
て
語
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「﹃
新
社
会
学

研
究
﹄
と
い
っ
て
い
る
が
、
伴
走
誌
で
あ
る
と

主
張
し
て
い
る
﹃
社
会
学
評
論
﹄
と
ど
の
よ

う
に
違
う
の
か
」「﹃
新
社
会
学
研
究
﹄
の
方
向

性
に
は
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
も
の
が
あ
り
、

＂
新
＂
で
は
な
く
＂
旧
＂
な
の
で
は
な
い
か
」

「
公
募
論
文
の
査
読
は
、
結
局
、
水
準
確
保
型

で
あ
っ
て
、
北
条
か
や
氏
の
著
作
を
先
行
研
究

で
は
な
く
、
資
料
と
し
て
扱
う
よ
う
に
、
と
指

導
し
て
い
る
部
分
な
ど
は
、
従
来
の
学
問
観
の

ま
ま
、
そ
の
押
し
つ
け
を
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
」
等
々
の
疑
問
が
語
ら
れ
た
。

　

質
疑
応
答
の
な
か
で
、
そ
の
質
問
は
予
想
し

て
い
ま
し
た
、
と
い
う
質
問
も
あ
っ
た
が
、
む

し
ろ
、
初
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
テ
ー
マ
や
、

初
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
内
容
も
多
々
あ
っ
た
。

　

回
答
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、﹃
社
会
学
評
論
﹄

と
の
質
的
違
い
に
関
し
て
答
え
た
。
本
誌
は
、

学
会
誌
で
は
な
い
の
で
、
連
字
符
社
会
学
別
の

棲
み
分
け
構
造
（
縦
割
り
構
造
）
か
ら
は
自
由

で
あ
る
こ
と
。﹃
評
論
﹄
ほ
ど
の
歴
史
と
伝
統

は
な
い
の
で
、
思
い
切
っ
た
試
み
を
多
く
実
施

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
を
述
べ
た
。
ま

た
、
上
述
の
「
思
い
切
っ
た
試
み
」
の
例
と
し

て
、
一
号
巻
頭
の
特
集
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
表
現
形
式
の
冒
険
が

多
く
試
み
ら
れ
て
お
り
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ

だ
っ
た
。
ま
た
、
公
募
特
集
の
方
で
は
、
領

域
横
断
的
な
テ
ー
マ
（
生
き
づ
ら
さ
、
生
活
者
）

を
掲
げ
る
こ
と
で
、
縦
割
り
的
で
は
な
い
論
考

を
積
極
的
に
発
掘
で
き
て
お
り
、
こ
ち
ら
も

﹃
社
会
学
評
論
﹄
と
の
差
異
化
と
い
う
観
点
か

ら
み
た
場
合
、
成
功
部
分
で
あ
っ
た
と
い
え
る

よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　

つ
い
で
、「
懐
旧
趣
味
な
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
問
い
か
け
に
関
し
て
は
、「
そ
の
よ
う

な
回
路
を
経
由
す
る
し
か
、
目
標
に
近
づ
く
や
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り
方
を
思
い
つ
か
な
か
っ
た
」（
大
意
）
と
回
答

を
し
た
。
た
し
か
に
、﹃
現
代
社
会
学
﹄
誌
を

強
く
意
識
し
、
同
誌
で
の
社
会
学
の
論
じ
方
、

す
な
わ
ち
、
社
会
学
全
般
に
関
係
す
る
も
の
と

し
て
個
別
の
テ
ー
マ
を
論
じ
て
い
く
姿
勢
を
ま

ね
て
は
い
る
が
、
そ
う
い
う
や
り
方
し
か
、
思

い
つ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
二
回
目
合
評
会

の
天
田
城
介
氏
か
ら
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
で
の
工
夫

の
可
能
性
に
関
し
て
の
示
唆
も
受
け
た
が
、
社

会
学
的
総
合
性
を
目
に
見
え
る
も
の
に
す
る
の

に
は
、
ま
だ
ま
だ
紙
媒
体
の
方
が
イ
ン
パ
ク
ト

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に

回
答
を
お
こ
な
っ
た
。

　

こ
こ
ま
で
の
部
分
は
、
な
か
ば
想
定
し
て
い

た
問
い
か
け
だ
っ
た
が
、
最
後
の
（﹃
合
評
会

in
東
京
﹄
の
第
三
報
告
者
で
あ
る
中
村
香
住
氏
宛

の
）「
査
読
の
進
め
方
」
に
関
し
て
の
質
問
は
、

想
定
外
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
２
号
所
収
の

中
村
論
文
（「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
生
活
者
の
手
に

取
り
戻
す
た
め
に
」）
の
査
読
プ
ロ
セ
ス
に
お
い

て
、「
も
し
北
条
か
や
氏
の
諸
著
作
が
学
術
的

著
作
の
水
準
に
達
し
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、
そ

れ
ら
諸
著
作
を
先
行
研
究
と
し
て
取
り
扱
う
こ

と
は
や
め
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
」（
大

意
）
と
い
う
示
旨
が
主
任
査
読
者
か
ら
あ
り
、

そ
の
示
旨
に
中
村
（
以
下
敬
称
略
）
が
し
た

が
っ
た
、
と
い
う
報
告
に
対
し
、「
そ
の
よ
う

な
、
査
読
側
か
ら
の
判
断
基
準
の
強
制
は
＂
新

し
い
雑
誌
＂
と
い
う
﹃
新
社
会
学
研
究
﹄
の
コ

ン
セ
プ
ト
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

指
摘
が
フ
ロ
ア
か
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

質
問
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
大
き
か
っ
た
。
そ
し

て
、
結
局
、
社
会
学
と
は
な
に
か
、
社
会
学
的

に
考
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
、
考
え
な
が
ら
書
き
、
か
つ
、
答

え
る
べ
き
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で

あ
る
。

５　

�『
新
社
会
学
研
究
』
の
「
査
読
」
と
「
査
読

ア
太
郎
論
文
」
と
の
重
ね
合
わ
せ
的
説
明

　

査
読
に
関
し
て
は
、
雑
誌
と
し
て
の
公
式
見

解
で
は
な
い
も
の
の
、﹃
新
社
会
学
研
究
﹄
誌

に
は
査
読
ア
太
郎
に
よ
る
「
論
文
投
稿
と
査
読

の
ホ
ン
ト
の
と
こ
ろ
」
と
い
う
連
載
が
あ
っ

て
、
こ
の
連
載
の
記
事
内
容
と
、
雑
誌
の
査
読

の
実
際
が
ど
の
程
度
、
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て

い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
は
、
当
然
に
本
誌

に
つ
い
て
の
検
討
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の

よ
う
に
考
え
た
時
、
こ
の
検
討
に
役
に
立
つ
記

述
が
、﹃
現
象
と
秩
序
﹄
八
号
掲
載
の
松
浦
智

恵
美
論
文
中
に
あ
る
（
松
浦
氏
は
、
大
阪
で
の

一
回
目
の
﹃
合
評
会
﹄
の
登
壇
者
の
う
ち
の
一
人

で
あ
り
、
こ
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
誌
に
掲
載
さ
れ
た

論
文
は
、﹃
合
評
会
﹄
原
稿
の
改
訂
版
で
あ
る
）。

　

松
浦
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
松

浦
が
主
と
し
て
言
及
し
て
い
る
の
は
、
ア
太
郎

の
連
載
の
一
回
目
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
問
題

は
、「
査
読
者
が
投
稿
者
か
ら
の
刺
激
を
受
け

た
結
果
と
し
て
出
し
て
し
ま
う
成
果
の
方
が
、

元
の
査
読
論
文
が
公
表
さ
れ
る
よ
り
も
前
に

な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
微
妙
な
問
題
」
で
あ
っ

た
。
け
れ
ど
も
、
松
浦
の
ま
と
め
に
よ
れ
ば
、

こ
の
一
見
し
て
典
型
的
な
「
利
益
相
反
問
題
」

は
、「
監
視
」
と
「
規
制
強
化
」
と
い
う
通
常

の
解
法
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
、
別
種
の
解
法

に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
、
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と
い
う
主
張
が
ア
太
郎
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
命
名
す
る
な
ら
、「
倫
理
問
題

の
文
化
的
解
決
」
と
い
え
る
よ
う
な
解
決
が

実
践
的
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
謎

解
き
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
以
下
の
と
お
り
。

　

じ
つ
は
、
ア
太
郎
論
文
で
は
「
査
読
者
の
成

果
が
先
行
し
て
公
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
関

し
て
、
発
想
の
元
に
な
っ
た
投
稿
者
の
論
文
の

掲
載
を
邪
魔
立
て
し
て
、
学
問
的
ア
イ
デ
ィ
ア

の
占
有
や
第
一
想
起
者
の
権
利
を
獲
得
し
よ
う

と
し
た
と
思
わ
れ
た
く
な
い
」、
と
「
多
く
の

査
読
者
は
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
考
察

が
な
さ
れ
て
い
る
と
、
松
浦
は
指
摘
す
る
の
で

あ
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
こ
で
ア
太
郎
が
行
っ
て
い
る
の

は
、「
社
会
学
的
思
考
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
第
一
節
で
、

「
共
有
地
の
悲
劇
」
に
関
し
て
主
張
し
た
構
図

で
あ
る
「
経
済
学
vs.
社
会
学
」
を
流
用
し
て
説

明
を
す
る
の
な
ら
ば
、
ア
太
郎
は
、「
査
読
に

お
け
る
利
益
相
反
問
題
」
を
、
単
純
な
「
ホ

モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
的
ア
ク
タ
ー
観
で
は
な

い
、「
文
化
モ
デ
ル
」
で
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
枠
組
的
転
換
こ
そ
が
、
ア

太
郎
論
文
の
意
義
で
あ
る
と
考
え
る
の
な
ら
、

﹃
合
評
会
in
東
京
﹄
の
「
査
読
」
に
対
し
て
の

質
問
も
、
質
問
者
が
想
定
し
て
い
る
の
と
は

違
っ
た
枠
組
で
答
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
投
稿
者
の

権
利
を
侵
害
す
る
査
読
実
践
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
、
と
い
う
観
点
で
は
な
く
、
投
稿
者
と
と
も

に
社
会
学
上
の
新
し
さ
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
査

読
実
践
が
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
に
留
意
し

て
、
そ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
十
分
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン

グ
な
も
の
だ
っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
観
点

で
、
査
読
プ
ロ
セ
ス
を
検
証
す
る
よ
う
な
議
論

を
、
対
抗
的
に
提
起
す
る
よ
う
な
枠
組
設
定
が

可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ

う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

６　

お
わ
り
に

　

四
節
末
か
ら
五
節
に
掛
け
て
取
り
扱
っ
た

「
質
問
」
は
、
じ
つ
は
、
も
っ
と
厳
し
い
も
の

だ
っ
た
。﹃
新
社
会
学
研
究
﹄
第
一
号
の
「
巻

頭
エ
ッ
セ
イ
」
は
、
小
川
博
司
に
よ
る
も
の

だ
が
、
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。「
目
前
の
現
実
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め

の
ピ
ー
ス
ミ
ー
ル
な
改
革
に
役
立
つ
よ
う
な
成

果
を
出
す
こ
と
こ
そ
社
会
学
の
使
命
と
ば
か
り

に
、
地
道
な
実
証
的
な
研
究
が
続
け
ら
れ
て

い
る
。
現
実
問
題
と
し
て
、
査
読
に
通
り
や

す
い
の
は
そ
の
よ
う
な
研
究
で
あ
り
、﹃
大
き

な
物
語
﹄
に
か
か
わ
る
論
文
は
、
査
読
に
は

通
り
に
く
い
し
業
績
に
な
ら
な
い
の
だ
」（
小

川 2016:10

）
と
い
う
、
社
会
学
の
現
状
を
批

判
的
に
考
察
し
た
記
述
だ
。
合
評
会
の
質
問
者

も
、
登
壇
し
た
奥
村
も
、
こ
こ
に
注
目
し
て
発

言
し
て
い
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
同
人
た
ち
の

振
る
舞
い
が
、「
ピ
ー
ス
ミ
ー
ル
な
改
革
に
役

立
つ
よ
う
な
成
果
」
を
出
す
こ
と
に
志
向
し

た
、
小
規
模
改
革
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
面
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
自
省
を
促
す
発
言
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

残
念
な
が
ら
、
我
々
は
そ
の
批
判
の
半
分
ぐ
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ら
い
は
甘
ん
じ
て
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
我
々
と
て
、
代
案
（
大
き
な
物
語
）
を

持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
こ
の
や
り

方
は
違
う
か
も
知
れ
な
い
、
も
っ
と
別
の
や
り

方
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
思
い
つ
つ
、
雑

誌
を
つ
く
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
雑
誌
を
つ

く
る
と
い
う
実
践
の
な
か
で
「
解
決
」
が
産
み

出
さ
れ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
公
募
論
文
の
査
読
プ
ロ
セ
ス

を
見
て
い
て
思
う
の
は
、
人
間
の
反
応
は
じ
つ

に
多
様
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
査
読
主
任

の
想
定
を
超
え
た
再
構
成
が
な
さ
れ
て
、
論
文

の
第
二
稿
が
届
く
こ
と
、
第
三
稿
が
届
く
こ
と

が
ま
ま
あ
る
。
こ
の
「
期
待
外
れ
」
に
期
待
す

る
力
こ
そ
「
社
会
学
の
力
」
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
単
な
る
空
想
力
で
は
な

く
、
様
々
な
工
夫
を
伴
う
実
践
力
と
し
て
あ
り

う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

本
誌
は
実
験
誌
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
本
誌
の

公
募
特
集
部
分
に
は
、
本
誌
の
可
能
性
と
限
界

の
両
方
が
集
約
的
に
現
れ
て
い
る
。
各
論
文
を

産
み
出
し
た
査
読
シ
ス
テ
ム
ご
と
、
熟
読
玩
味

し
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

［
注
］

［
１
］
以
下
の
と
お
り
、
第
一
回
合
評
会
と
第

二
回
合
評
会
は
開
催
さ
れ
た
。

「
第
一
回
﹃
新
社
会
学
研
究
﹄
合
評
会
の

記
録
」（
参
加
者
数
：
十
一
名
）

開
催
日
時
：
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日

（
金
） 

一
八
：
三
〇
～
二
〇
：
三
〇

開
催
場
所
：
関
西
学
院
大
学
大
阪
梅
田

キ
ャ
ン
パ
ス 

一
〇
〇
二
室 

登
壇
発
表
者
：
宮
本
孝
二
（
桃
山
学
院
大

学
）「﹃
新
社
会
学
研
究
﹄
雑
感

│
若
干

の
雑
誌
体
験
か
ら
」、
井
口 

高
志
（
奈
良
女

子
大
学
）「
社
会
学
と
雑
誌
（
同
人
誌
）
の

愉
し
み
」、
松
浦
智
恵
美
（
立
命
館
大
学
）

「﹃
新
社
会
学
研
究
﹄
第
一
号
に
関
す
る
コ

メ
ン
ト
」

司
会
者
：
三
浦
耕
吉
郎
（
同
人
・
関
西
学
院

大
学
）、
樫
田
美
雄
（
同
人
・
神
戸
市
看
護
大

学
）

「
第
二
回
﹃
新
社
会
学
研
究
﹄
合
評
会
の

記
録
」（
参
加
者
数
：
十
六
名
）

開
催
日
時
：
二
〇
一
八
年
六
月
九
日
（
土
）

一
〇
：
〇
〇
～
一
二
：
三
〇

開
催
場
所
：
武
蔵
大
学
江
古
田
キ
ャ
ン
パ

ス
一
号
館
一
〇
〇
二
教
室 

登
壇
発
表
者
：
天
田
城
介
（
中
央
大
学
）

「
歴
史
的
・
時
代
的
文
脈
に
お
け
る
﹃
新

社
会
学
研
究
﹄
の
位
置
」、
奥
村
隆
（
関
西

学
院
大
学
）「
誰
の
た
め
の
社
会
学
か

│

生
の
現
場
と
不
幸
の
理
論
」、
中
村
香
住

（
慶
應
義
塾
大
学
）「
公
募
特
集
執
筆
当
事
者

か
ら
み
た
﹃
新
社
会
学
研
究
﹄」

司
会
者
：
好
井
裕
明
（
同
人
・
日
本
大
学
），

樫
田
美
雄
（
同
人
・
神
戸
市
看
護
大
学
）

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
合
評
会
に
お
け
る
報
告

の
う
ち
，
第
一
回
の
宮
本
報
告
は
、﹃
新
社
会

学
研
究
﹄
第
３
号
（
本
誌
）
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
第
二
回
の
天
田
報
告
と
奥
村
報

告
は
、﹃
新
社
会
学
研
究
﹄
第
４
号
（
次
号
）

に
掲
載
の
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
第
一
回
の

井
口
報
告
と
松
浦
報
告
に
関
連
し
た
「
短
文

エ
ッ
セ
イ
（
そ
れ
ぞ
れ
「（
気
が
早
い
）
ア
ー

カ
イ
ブ
化
へ
の
期
待
」
と
「〈
生
き
る
力
〉

を
支
え
る
社
会
学
」
と
い
う
題
名
が
付
け
ら

れ
て
い
る
）」
が
、﹃
新
社
会
学
研
究
﹄
第
３

号
（
本
誌
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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［
文
献
］

松
浦
智
恵
美
、
二
〇
一
八
、「
雑
誌
評
：﹃
新
社

会
学
研
究
﹄」、﹃
現
象
と
秩
序
﹄
八
：
六

七
︱
七
八
。（
雑
誌
サ
イ
ト
上
に
て
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ

フ
ァ
イ
ル
を
公
開
中
）

宮
本
孝
二
、
二
〇
一
八
、「﹃
現
代
社
会
学
﹄
等

と
﹃
新
社
会
学
研
究
﹄」﹃
新
社
会
学
研
究
﹄

三
：
六
九
︱
七
四
。

中
村
香
住
、
二
〇
一
八
、「
公
募
特
集
執
筆
当
事

者
か
ら
み
た
﹃
新
社
会
学
研
究
﹄」（﹃
新
社

会
学
研
究
﹄
合
評
会
。
in
東
京
、
二
〇
一
八

年
六
月
九
日
、
ミ
メ
オ
、
武
蔵
大
学
）

中
筋
直
哉
、
二
〇
一
七
、「
社
会
科
学
の
一
平

民
：
社
会
学
的
思
考
の
基
礎
３
」﹃
群
衆

の
居
場
所
﹄（
ブ
ロ
グ
）（http://nnakasuji.

w
s.hosei.ac.jp/w

p/?p=1116

）

Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
二
〇
〇
九
、「
共
有
地
の
悲
劇
」（﹃
出

社
が
楽
し
い
経
済
学
﹄
第
九
回
）（
二
〇
〇
九

年
三
月
十
四
日
二
三
時
〇
〇
分
～
二
三
時
二

九
分
放
映
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
）

小
川
博
司
、
二
〇
一
六
、「
巻
頭
エ
ッ
セ
イ　

社

会
学
と
芸
術
」﹃
新
社
会
学
研
究
﹄
一
：
七

︱
一
四
。

奥
村
隆
、
二
〇
一
八
、「
誰
の
た
め
の
社
会
学
か

│
生
の
現
場
と
不
幸
の
理
論
」（﹃
新
社
会

学
研
究
﹄
合
評
会
in
東
京
、
二
〇
一
八
年
六

月
九
日
、
ミ
メ
オ
、
武
蔵
大
学
）

査
読
ア
太
郎
、
二
〇
一
六
、「
論
文
投
稿
と
査

読
の
ホ
ン
ト
の
と
こ
ろ
①
」﹃
新
社
会
学
研

究
﹄
一
：
八
〇
︱
八
九
。

好
井
裕
明
・
栗
田
宣
義
、
二
〇
一
七
、「﹃
新

社
会
学
研
究
﹄
が
め
ざ
す
こ
と
」﹃
週
刊

読
書
人
Ｗ
Ｅ
Ｂ
﹄（
二
〇
一
七
年
二
月
三
日
）

（https://dokushojin.com
/article.htm

l?i=801

）
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特
集 
フ
ァ
ン
文
化
の
社
会
学
に
よ
せ
て

 

小
川
博
司
（
関
西
大
学
）

　

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
研
究
は
長
ら
く
人
気
の
説
明
に
勤
し
ん
で
き
た
。

な
ぜ
あ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
あ
る
の
か
（
人
気
が
あ
る
の

か
）、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
意
識
と
結
び
付
け
て
考
察
さ
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
は
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
は
あ
く
ま
で
も
与
え
ら
れ
る
コ
ン
テ
ン
ツ

を
受
容
す
る
存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
こ
十
年
ば
か
り
の

間
に
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
、
す
な
わ
ち
フ
ァ
ン
・
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
フ
ァ
ン
の
能
動
的
な
読
み
、
フ
ァ
ン
の
積
極
的
な
行
動

（
ラ
イ
ブ
に
お
け
る
参
加
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
し
た
情
報
発
信
な
ど
）
が
注
目

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
作
り
手
側
も
こ
う
し
た
フ
ァ

ン
の
動
向
に
対
応
す
る
形
で
コ
ン
テ
ン
ツ
を
送
り
出
す
よ
う
に
な
っ

た
。
実
際
、
フ
ァ
ン
文
化
は
作
り
手
側
と
フ
ァ
ン
と
の
相
互
作
用
の
中

で
作
ら
れ
て
い
る
。

　

日
本
の
お
け
る
本
格
的
な
フ
ァ
ン
研
究
の
成
果
と
し
て
は
、
二
〇
〇

七
年
に
出
た
﹃
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ァ
ン
研
究

│I am
 a fan

﹄﹃
応
援
・

サ
ポ
ー
ト
・
人
助
け
の
風
俗
﹄
が
あ
る
。
前
者
は
、
コ
ミ
ッ
ク
マ
ー

ケ
ッ
ト
、「
二
次
創
作
」、
ゲ
ー
ム
、
総
合
格
闘
技
、
宝
塚
、
ジ
ャ
ニ
ー

ズ
系
ア
イ
ド
ル
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
お
け
る
フ
ァ
ン
文
化
の
あ
り

方
を
論
じ
て
い
る
。
後
者
は
応
援
・
サ
ポ
ー
ト
・
人
助
け
と
い
う
括
り

で
フ
ァ
ン
文
化
の
隣
接
領
域
を
扱
い
、
フ
ァ
ン
文
化
研
究
へ
の
別
な
角

度
か
ら
の
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
個
別
の
フ
ァ
ン
文
化
に

絞
っ
た
研
究
が
続
々
と
発
表
さ
れ
て
き
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
か
ら

十
余
年
が
経
過
し
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ァ
ン
」
文
化
の
最
前
線
を
確
認

す
る
と
と
も
に
、「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
越
え
た
フ
ァ
ン
文
化
研
究
へ
の
ス

テ
ッ
プ
を
踏
み
出
す
時
期
が
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
特
集
で
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
、
ま
ず
、
今
日
の
フ
ァ
ン

文
化
の
い
く
つ
か
の
新
た
な
局
面
に
着
目
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で

フ
ァ
ン
文
化
研
究
の
理
論
的
フ
レ
ー
ム
構
築
を
試
み
る
。
フ
ァ
ン
文
化

の
新
た
な
局
面
と
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

　

① 

フ
ァ
ン
文
化
が
コ
ン
テ
ン
ツ
の
提
供
側
と
フ
ァ
ン
と
の
間
の
相
互

作
用
に
よ
り
作
ら
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
作

ら
れ
て
い
る
の
か
。

　

② 

フ
ァ
ン
に
よ
る
対
象
の
「
愛
で
方
」
は
ど
の
よ
う
に
多
様
化
し
て

い
る
の
か
（
例
え
ば
、
ア
イ
ド
ル
を
疑
似
的
な
恋
愛
対
象
と
し
て
位

置
づ
け
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
ア
イ
ド
ル
の
関
係
性
を
楽
し
む

場
合
も
あ
る
し
、
フ
ァ
ン
同
士
の
人
間
関
係
を
楽
し
む
場
合
も
あ
る
）。

　

③ 

コ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
メ
な
ど
２
次
元
か
ら
派
生
し
た
コ
ス
プ
レ
、
声
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優
、
声
優
歌
手
、
舞
台
上
演
な
ど
「
２
・
５
次
元
」
に
お
け
る

フ
ァ
ン
文
化
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

　　

具
体
的
に
は
、
①
に
つ
い
て
は
、
吉
光
正
絵
氏
が
主
に
Ｋ
ポ
ッ
プ

フ
ァ
ン
の
最
新
動
向
を
中
心
に
、
Ｋ
ポ
ッ
プ
の
制
作
サ
イ
ド
と
フ
ァ
ン

と
の
相
互
作
用
を
中
心
に
考
察
す
る
。
Ｋ
ポ
ッ
プ
の
場
合
、
韓
国
内
の

マ
ー
ケ
ッ
ト
が
日
本
に
比
べ
て
小
さ
い
た
め
、
国
を
挙
げ
て
グ
ロ
ー
バ

ル
に
通
用
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
を
送
り
出
そ
う
と
し
て
き
た
。
韓
国
の
Ｋ

ポ
ッ
プ
フ
ァ
ン
は
ア
イ
ド
ル
を
送
り
出
す
事
務
所
に
対
し
て
強
い
意
思

表
示
を
し
、
事
務
所
側
も
こ
れ
に
対
応
す
る
と
い
う
相
互
作
用
の
中

で
、
独
特
の
Ｋ
ポ
ッ
プ
文
化
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
韓
国
の
Ｋ
ポ
ッ
プ

の
フ
ァ
ン
は
、
フ
ァ
ン
の
能
動
性
と
い
う
点
に
お
い
て
、
先
駆
的
な
存

在
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

②
に
つ
い
て
は
、
辻
泉
氏
が
主
に
日
本
の
男
性
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ

の
フ
ァ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
間
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
辻
氏

は
日
本
の
ジ
ャ
ニ
ー
ズ
フ
ァ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
は
、
同
じ

ア
イ
ド
ル
の
フ
ァ
ン
（
担
当
）
は
同
じ
フ
ァ
ン
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
な
い

と
い
う
「
同
担
拒
否
」
と
い
う
現
象
が
あ
る
こ
と
を
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な

論
文
で
最
初
に
指
摘
し
た
研
究
者
で
あ
る
。
本
号
特
集
で
は
、「
同
担

拒
否
」
研
究
の
経
緯
と
と
も
に
そ
の
後
の
研
究
の
展
開
に
つ
い
て
論
述

す
る
。

　

③
に
つ
い
て
は
、
田
中
東
子
氏
が
２
・
５
次
元
ア
イ
ド
ル
の
フ
ァ
ン

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
２
・
５
次
元
ア
イ
ド
ル
と
は
、
も
と
も
と
ア
ニ

メ
フ
ァ
ン
が
ア
ニ
メ
の
声
優
の
こ
と
を
指
す
言
葉
だ
っ
た
。
現
在
で
は

ア
ニ
メ
に
出
演
は
し
て
い
な
い
が
２
・
５
次
元
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
出
演

者
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
２
・
５
次
元
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
と
は
「
２

次
元
の
漫
画
・
ア
ニ
メ
・
ゲ
ー
ム
を
原
作
と
す
る
３
次
元
の
舞
台
コ
ン

テ
ン
ツ
の
総
称
。」（
一
般
社
団
法
人 

日
本
２
・
５
次
元
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
協

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
と
さ
れ
て
い
る
。
漫
画
や
ア
ニ
メ
の
フ
ァ
ン
と
舞

台
の
フ
ァ
ン
と
の
境
界
に
位
置
す
る
新
た
な
フ
ァ
ン
の
実
態
が
明
ら
か

に
さ
れ
る
。

　

以
上
の
寄
稿
論
文
か
ら
今
日
の
フ
ァ
ン
文
化
の
特
徴
と
し
て
三
点
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
今
回
の
三
本
の
論
文
で
は
、
フ
ァ
ン
が
享
受
す
る
対
象
は

Ｋ
ポ
ッ
プ
の
ア
イ
ド
ル
、
日
本
の
男
性
グ
ル
ー
プ
ア
イ
ド
ル
、
２
・
５

次
元
ア
イ
ド
ル
と
、
パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
・
ア
ー
ト
分
野
の
ア
イ
ド
ル
た

ち
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
れ
ら
の
フ
ァ
ン
は
共
通
し
て
お
お
む
ね
女
性

で
あ
る
。
第
三
に
、
こ
れ
ら
フ
ァ
ン
文
化
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
る

部
分
が
大
き
い
。

　

こ
こ
か
ら
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
論
点
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
対
象
は
広
い
意
味
で
の
フ
ァ
ン

文
化
研
究
の
一
部
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
広
義
の
フ
ァ
ン
文
化
研
究
の
射
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程
と
課
題
を
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
本
特
集
で
は
、
パ
フ
ォ
ー

ミ
ン
グ
・
ア
ー
ト
の
フ
ァ
ン
の
考
察
が
主
と
な
っ
た
が
、
一
口
に
パ

フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
・
ア
ー
ト
と
い
っ
て
も
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
、
ロ
ッ

ク
、
演
劇
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
、
お
笑
い
と
、
幅
広
い
。
こ
れ
ら
の
領
域

に
も
フ
ァ
ン
が
い
る
。
隣
接
領
域
と
し
て
ス
ポ
ー
ツ
も
あ
る
。
ス
ポ
ー

ツ
の
場
合
は
、
フ
ァ
ン
は
応
援
団
、
サ
ポ
ー
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
ま
た
、
ア
ニ
メ
・
マ
ン
ガ
・
ゲ
ー
ム
・
映
画
・
テ
レ
ビ
・
音

楽
・
ネ
ッ
ト
と
い
っ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
文
化
］
1
［

に
も
フ
ァ
ン
は
つ
い
て
い

る
。
パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
・
ア
ー
ト
と
コ
ン
テ
ン
ツ
文
化
と
で
は
、
お
の

ず
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
異
な
っ
て
く
る
し
、
フ
ァ
ン
の
行
動
様
式

も
異
な
っ
て
く
る
。
近
年
、
ア
ニ
メ
の
声
優
が
ラ
イ
ブ
を
す
る
な
ど
、

コ
ン
テ
ン
ツ
文
化
が
パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
・
ア
ー
ト
と
融
合
す
る
動
き
も

見
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
フ
ァ
ン
の
多
く
は
モ
ノ
の
コ
レ
ク
タ
ー
で
も
あ
る
。
コ
ン

テ
ン
ツ
文
化
の
フ
ァ
ン
だ
け
で
な
く
、
パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
・
ア
ー
ト
の

フ
ァ
ン
も
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
関
連
す
る
モ
ノ
の
コ
レ
ク
タ
ー
で
も

あ
る
。
カ
メ
ラ
、
切
手
、
昆
虫
な
ど
を
熱
心
に
収
集
し
て
い
る
コ
レ
ク

タ
ー
は
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
。
缶
コ
ー
ヒ
ー
の
缶
、
牛
乳
瓶
の
ふ

た
、
鉄
道
の
発
車
メ
ロ
デ
ィ
ー
な
ど
、
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
モ
ノ
の
コ
レ
ク

タ
ー
も
い
る
。
フ
ァ
ン
と
し
て
の
活
動
に
お
け
る
モ
ノ
の
収
集
の
あ
り

方
・
意
味
に
つ
い
て
も
着
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
フ
ァ
ン
と
そ
の
対
象
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
経
済
的
な
支

援
と
い
う
視
点
か
ら
整
理
す
る
枠
組
み
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
フ
ァ
ン
と
そ
の
対
象
と
の
関
係
に
つ
い
て
経
済
的
な
支
援
の
度

合
い
か
ら
整
理
す
れ
ば
、（
ａ
）
パ
ト
ロ
ン
の
よ
う
に
対
象
に
経
済
的

に
直
接
支
援
を
す
る
場
合
、（
ｂ
）
チ
ケ
ッ
ト
や
関
連
す
る
商
品
を
購

入
す
る
こ
と
に
よ
り
対
象
を
経
済
的
に
支
援
す
る
場
合
、（
ｃ
）
対
象

の
存
在
を
自
発
的
に
宣
伝
す
る
こ
と
に
よ
り
（
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
）
対

象
を
経
済
的
に
支
援
す
る
場
合
、（
ｄ
）
公
演
や
試
合
に
出
向
き
声
援

を
送
り
対
象
を
鼓
舞
す
る
場
合
、（
ｅ
）
対
象
へ
の
影
響
を
考
慮
せ
ず

自
ら
の
満
足
を
重
視
す
る
場
合
な
ど
の
段
階
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

は
必
ず
し
も
一
元
的
な
尺
度
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
が
複
合

す
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
フ
ァ
ン
の
隣
接
概
念
、
パ
ト
ロ
ン
、
タ
ニ

マ
チ
、
サ
ポ
ー
タ
ー
、
応
援
団
、
ヲ
タ
ク
（
オ
タ
ク
）、
コ
レ
ク
タ
ー
、

マ
ニ
ア
な
ど
は
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
に
よ
り
、
整
理
で
き
る
の
で
は

な
い
か
。

　

第
三
に
、
フ
ァ
ン
と
フ
ァ
ン
が
愛
で
る
対
象
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
視
点
か
ら
整
理
し
て
お
く
こ

と
も
課
題
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
フ
ァ
ン
文
化
研
究
の
多
く
は
、
漠
然

と
異
性
愛
（
フ
ァ
ン
と
愛
で
る
対
象
と
の
「
疑
似
的
」
異
性
愛
）
を
前
提

に
行
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ッ
チ
ョ
な
ロ
ッ

ク
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
（cock rock

）
を
支
持
す
る
男
性
フ
ァ
ン
（Frith 

1981=1991
）、
マ
ド
ン
ナ
の
よ
う
に
な
り
た
い
と
い
う
少
女
フ
ァ

ン
（w

annabes
）
と
い
う
異
性
愛
を
前
提
と
し
な
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
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フ
ァ
ン
と
の
関
係
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
マ
ド

ン
ナ
や
宝
塚
歌
劇
の
フ
ァ
ン
研
究
の
よ
う
に
、
異
性
愛
だ
け
で
は
な
い

多
様
な
読
み
を
す
る
フ
ァ
ン
文
化
研
究
も
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
今
後

は
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
を
射
程
に
入
れ
た
フ
ァ
ン
文
化
研
究
が
望
ま
れ
る
。

　

最
後
に
、
フ
ァ
ン
文
化
と
そ
の
外
側
の
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
熱

心
な
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
は
、
意
識
の
面
で
も
費
や
す
時
間
の
面
で
も

フ
ァ
ン
活
動
が
生
活
の
多
く
の
部
分
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
だ

と
し
て
も
、
ど
ん
な
フ
ァ
ン
で
も
フ
ァ
ン
文
化
の
外
側
の
社
会
に
か
か

わ
っ
て
い
る
。
フ
ァ
ン
活
動
以
外
の
時
間
に
、
ど
の
よ
う
な
社
会
生
活

を
送
っ
て
い
る
人
が
ど
の
よ
う
な
フ
ァ
ン
活
動
を
実
践
し
、
フ
ァ
ン
文

化
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
フ
ァ

ン
文
化
の
社
会
学
の
課
題
だ
ろ
う
。

　

本
特
集
で
は
、
現
在
も
っ
と
も
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
フ
ァ
ン
文
化
が
考
察

さ
れ
て
い
る
。
本
特
集
が
「
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ァ
ン
」
文
化
研
究
を
よ
り

推
し
進
め
る
と
と
も
に
、
フ
ァ
ン
文
化
が
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
越
え
て
、

今
日
の
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
理
解
す

る
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

［
注
］

［
1
］
コ
ン
テ
ン
ツ
文
化
史
学
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
コ
ン
テ
ン

ツ
文
化
と
し
て
こ
れ
ら
の
項
目
が
例
示
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w

.

contentshistory.org/about/　

二
〇
一
八
年
六
月
二
十
六
日
）。
ま
た
、
通

商
産
業
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
「
コ
ン
テ
ン
ツ

産
業
政
策
に
つ
い
て
」
で
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
例
と
し
て
、「
映

画
・
ア
ニ
メ
・
Ｔ
Ｖ
番
組
・
音
楽
・
ゲ
ー
ム
等
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。（http://w

w
w

.m
eti.go.jp/policy/m

ono_info_service/contents/

dow
nloadfiles/180514syokanzikou.pdf　

二
〇
一
八
年
六
月
二
十
六
日
）

［
文
献
］

東
園
子
、
二
〇
一
五
，﹃
宝
塚
・
や
お
い
、
愛
の
読
み
替
え

│
女
性
と

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
社
会
学
﹄
新
曜
社
。

Frith, Sim
on, 1981, Sound Effects: Youth, Leisure, and the Politics of 

Rock’n’ Roll, Pantheon.

（=

一
九
九
一
、
細
川
周
平
・
竹
田
賢
一
訳
、

﹃
サ
ウ
ン
ド
の
力

│
若
者
・
余
暇
・
ロ
ッ
ク
の
政
治
学
﹄
晶
文
社
）

現
代
風
俗
研
究
会
編
、
二
〇
〇
七
、﹃
応
援
・
サ
ポ
ー
ト
・
人
助
け
の
風

俗
﹄（
現
代
風
俗
研
究
会
年
報
）
新
宿
書
房
。

宮
本
直
美
、
二
〇
一
一
、﹃
宝
塚
フ
ァ
ン
の
社
会
学

│
ス
タ
ー
は
劇
場

の
外
で
作
ら
れ
る
﹄
青
弓
社
。 

Schw
ichtenberg, C

athy, 1992, The M
adonna C

onnection: 
Representational Politics, Subcultural Identities, And C

ultural 
Theory, R

outledge. 

（
＝
部
分
訳
一
九
九
四
、
久
木
葉
一
訳
﹃
マ
ド

ン
ナ
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン

│
誘
惑
・
倒
錯
・
破
壊
・
イ
メ
ー
ジ
操
作
﹄

デ
ィ
ー
エ
イ
チ
シ
ー
）

玉
川
博
章
・
名
藤
多
香
子
他
、
二
〇
〇
七
、﹃
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ァ
ン
研
究

│I am
 a fan

﹄
風
塵
社
。
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��
特
集　

フ
ァ
ン
文
化
の
社
会
学��

送
り
手
と
フ
ァ
ン
の
相
互
作
用

│
Ｋ

－

Ｐ
Ｏ
Ｐ
の
女
性
フ
ァ
ン
文
化 

吉
光
正
絵
（
長
崎
県
立
大
学
）

■　

１　

女
性
フ
ァ
ン
文
化
へ
の
視
点

１

−

１　

メ
デ
ィ
ア
生
態
系
の
変
化
に
よ
る
フ
ァ
ン
の
見
直
し

　

女
性
フ
ァ
ン
に
対
し
て
は
批
判
的
な
視
線
が
注
が
れ
て
き
た
。
コ

ン
サ
ー
ト
で
金
切
り
声
を
上
げ
る
の
は
、
社
会
的
な
孤
立
に
由
来
す

る
ヒ
ス
テ
リ
ー
や
若
気
の
至
り
、
群
衆
行
動
へ
の
感
染
の
た
め
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
（R

oss &
 N

ightingale 2003=2007: 123
）。
し
か

し
、
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
肯
定
的
な
視
点
が
、
男
性
ア
イ
ド
ル
・

グ
ル
ー
プ
の
欧
米
版
で
あ
る
ボ
ー
イ
バ
ン
ド
の
フ
ァ
ン
た
ち
に
関
す
る

研
究
成
果
等
で
発
表
さ
れ
て
き
た
。B

rabazon

に
よ
れ
ば
、
ボ
ー
イ

バ
ン
ド
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
産
業
を
支
え
続
け
て
き
た
女
性
た
ち
に

と
っ
て
の
福
音
で
あ
り
、
新
世
代
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
や
社
会
性
の
見

取
り
図
を
提
供
す
る
存
在
で
あ
る
。
女
性
た
ち
は
フ
ァ
ン
活
動
を
通

し
て
人
生
の
統
御
感
を
手
に
入
れ
自
分
た
ち
の
人
生
を
力
づ
け
て
い

る
（B

rabazon 2012:5

）。
こ
う
し
た
見
方
は
、
メ
デ
ィ
ア
生
態
系
の
変

化
に
よ
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
を
巡
る
生
産
と
消
費
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
過
程
の
変
化
と
深
い
影
響
関
係
に
あ
る
。H

odkinson

に
よ
れ

ば
、
か
つ
て
は
送
り
手
か
ら
受
け
手
ま
で
直
線
的
か
つ
一
方
向
的
だ
っ

た
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
は
、
現
在
で
は
、
双
方
向

的
か
つ
広
大
な
社
会
的
・
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
双
方
向
的
に

な
っ
た
（H

odkinson 2011:11–12

）。D
uffett

に
よ
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
っ
て
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
は
無
料
の
環
境
資
源
に

な
り
、
受
け
手
の
選
択
肢
は
増
大
し
た
。
そ
し
て
、
自
ら
を
海
賊
、
パ

ト
ロ
ン
、
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
と
み
な
す
フ
ァ
ン
た
ち
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル

メ
デ
ィ
ア
上
で
他
の
フ
ァ
ン
た
ち
と
の
情
報
合
戦
に
熱
狂
し
膨
大
な

情
報
の
流
れ
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
存
在
を
誇
示
し
て
い
る
（D

uffett 

ed. 2012:3
）。
送
り
手
は
、
利
益
を
得
る
た
め
に
フ
ァ
ン
た
ち
の
声
を

必
死
に
か
き
集
め
て
応
答
し
、
フ
ァ
ン
た
ち
と
送
り
手
の
相
互
作
用
に

よ
っ
て
メ
デ
ィ
ア
生
態
系
自
体
が
進
化
し
て
い
く
。
注
目
度
が
高
い
コ
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ン
テ
ン
ツ
を
検
索
上
位
に
表
示
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
検
索
サ
イ
ト

の
特
性
に
よ
っ
て
注
目
度
の
高
い
も
の
の
一
人
勝
ち
の
様
相
も
強
ま

る
。
そ
の
た
め
、
人
数
の
多
い
ア
ジ
ア
系
の
女
性
フ
ァ
ン
た
ち
が
メ

デ
ィ
ア
生
態
系
の
進
化
に
与
え
る
影
響
力
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
現
状

が
あ
る
。

１

−

２　

草
の
根
の
媒
介
性
へ
の
注
目

　

現
代
社
会
で
は
、
国
境
を
越
え
た
巨
大
な
ブ
ー
ム
を
引
き
起
こ
す
メ

デ
ィ
ア
作
品
の
多
く
は
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た

メ
デ
ィ
ア
産
業
の
営
為
と
ミ
ク
ロ
で
草
の
根
の
フ
ァ
ン
た
ち
の
日
常

的
な
活
動
の
融
合
に
よ
っ
て
拡
散
が
と
ま
ら
な
く
な
っ
た
場
合
に
生

じ
る
。Jenkins

に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
草
の
根
の
媒
介
性
」
は
、
現
在

で
は
市
場
論
理
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
。
企
業
利
益
と
一
致
し
て
い

る
場
合
も
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
フ
ァ
ン
た
ち
の
自
発
的
な
動
き
な
の

で
、
企
業
と
対
抗
す
る
場
合
も
あ
り
懐
柔
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

（Jenkins 2006: 91–93

）。

　

本
論
で
は
、
Ｋ

－
Ｐ
Ｏ
Ｐ
を
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
送
り
手
と
受

け
手
で
あ
る
フ
ァ
ン
の
女
性
た
ち
の
相
互
作
用
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ

る
。
二
〇
一
〇
年
前
後
の
Ｋ

－

Ｐ
Ｏ
Ｐ
ブ
ー
ム
は
、
韓
国
政
府
の
支
援

政
策
に
裏
打
ち
さ
れ
た
企
業
努
力
の
成
果
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
（
高
橋 2014: 127

）。
そ
の
一
方
で
、
フ
ァ
ン
た
ち
の
自
発
的
で
草

の
根
的
な
フ
ァ
ン
活
動
の
帰
結
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
き
た
。
特
に

女
性
フ
ァ
ン
た
ち
は
、
自
分

た
ち
が
応
援
す
る
ア
イ
ド
ル

の
自
主
的
な
支
援
活
動
に
熱

心
で
、
地
下
鉄
駅
の
電
光
掲

示
板
（
図
１
参
照
）
や
ラ
ッ

ピ
ン
グ
バ
ス
に
応
援
広
告
を

出
す
こ
と
が
一
般
化
し
て
い

る
。
近
年
で
は
こ
う
し
た
広

告
目
当
て
に
渡
韓
す
る
海
外

フ
ァ
ン
た
ち
も
多
く
、
人
気
ア
イ
ド
ル
の
誕
生
日
が
近
づ
く
と
詳
細
な

地
図
が
拡
散
さ
れ
る
。
一
方
で
、
フ
ァ
ン
の
女
性
た
ち
は
ア
イ
ド
ル
に

献
身
的
に
尽
く
す
一
方
で
、
時
に
は
送
り
手
や
ア
イ
ド
ル
を
対
象
と
し

た
集
団
抗
議
運
動
を
行
う
。
こ
う
し
た
女
性
フ
ァ
ン
た
ち
と
、
送
り
手

と
の
相
互
依
存
的
な
関
係
が
現
在
の
Ｋ

－

Ｐ
Ｏ
Ｐ
の
興
隆
と
限
界
を
作

り
出
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

■　

２　

文
化
産
業
と
闘
争
す
る
少
女
た
ち

２

−

１　

サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
根
ざ
し
た
抵
抗
性

　

ま
ず
、
Ｋ

－

Ｐ
Ｏ
Ｐ
の
女
性
フ
ァ
ン
文
化
の
発
達
過
程
を
振
り
返
り

た
い
。
源
流
は
一
九
九
二
年
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
ソ
・
テ
ジ
・
ワ
・
ア

イ
ド
ゥ
ル
の
フ
ァ
ン
た
ち
に
あ
る
。
ソ
・
テ
ジ
・
ワ
・
ア
イ
ド
ゥ
ル

図１ BTS（防弾少年団）メンバーの誕
生日を祝う地下鉄電光掲示板広告（撮
影：Miya 2017年8月12日オリンピック
公園駅［ソウル特別市松坡区］）


