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以
下
の
翻
訳
は
、
二
〇
一
七
年
九
月
二
一
日
（
木
）
に
、
科
学
研
究
費
補
助

金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）「
社
会
学
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
再
生
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」

（15H
03409

）、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
／
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
学
派
研
究
会
、
立
命
館
大

学
生
存
学
研
究
セ
ン
タ
ー
の
主
催
で
キ
ャ
ン
パ
ス
プ
ラ
ザ
京
都
に
お
い
て
開
催

さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
古
典
か
ら
現
代
へ
―
社
会
学
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン

再
生
は
い
か
に
し
て
可
能
か
―
」
か
ら
の
講
演
録
で
あ
る
（
講
演
の
原
題
は
、

« La sociologie durkheim
ienne et l'histoire : D

urkheim
 peut-il être 

considéré com
m
e un précurseur de la sociologie historique ? »

）。

講
演
者
の
イ
ヴ
・
デ
ロ
ワ
氏
は
ボ
ル
ド
ー
政
治
学
院
教
授
で
、
フ
ラ
ン
ス

大
学
学
院
の
名
誉
会
員
（
正
会
員
は
二
〇
〇
〇
年
―
二
〇
〇
五
年
）
で
あ
る
。

政
治
的
な
も
の
の
歴
史
社
会
学
を
専
門
と
す
る
同
氏
に
は
、
と
り
わ
け
以
下

の
著
書
が
あ
る
。『
学
校
と
市
民
性
。
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー
か
ら
ヴ
ィ
シ
ー

政
権
ま
で
の
共
和
主
義
的
個
人
主
義
。
―
―
論
争
』（
一
九
九
四
年
）、『
神
の

声
。
も
う
一
つ
の
選
挙
投
票
の
歴
史
の
た
め
に
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
カ
ト

リ
ッ
ク
聖
職
者
と
投
票
、
一
九
―
二
〇
世
紀
』（
二
〇
〇
六
年
）、『
投
票
行
動
』

（
二
〇
〇
八
年
）。
最
近
、
ラ
ル
シ
エ
社
か
ら
『
選
挙
分
析
』
に
つ
い
て
の
概

論
を
共
著
で
、
ま
た
ラ
・
デ
ク
ー
ヴ
ェ
ル
ト
社
か
ら
『
政
治
的
な
も
の
の
歴

史
社
会
学
』（
邦
訳
『
国
民
国
家
構
築
と
正
統
化
―
―
政
治
的
な
も
の
の
歴
史

社
会
学
の
た
め
に
』、
吉
田
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
の
新
版
を
刊
行
し
て
い
る
。

ま
た
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
政
治
学
院
、
パ
リ
政
治
学
院
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
（
パ

リ
第
一
大
学
）
で
も
教
鞭
を
と
っ
て
き
て
い
る
。
現
在
ボ
ル
ド
ー
政
治
学
院

院
長
で
あ
り
、『
フ
ラ
ン
ス
政
治
学
評
論
』
誌
の
編
集
委
員
長
で
も
あ
る
。
邦

訳
論
文
と
し
て
、「
失
わ
れ
た
時
間
性
を
求
め
て
―
―
政
治
的
な
も
の
の
標
定

に
対
す
る
歴
史
社
会
学
の
貢
献
」、『
社
会
学
雑
誌
』
第
二
〇
号
（
二
〇
〇
三

年
）、「
移
民
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
ー
の
問
題
に
関
す
る
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

研
究
に
つ
い
て
の
視
点
―
―
あ
る
政
治
社
会
史
学
者
の
観
点
」『
社
会
学
雑
誌
』

第
二
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）、「
市
民
性
を
め
ぐ
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
社
会
学
―

寄
与
と
限
界
」『
日
仏
社
会
学
会
年
報
』
第
二
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
も
あ
る
。

 

（
白
鳥
義
彦
）

イ
ヴ
・
デ
ロ
ワ

ボ
ル
ド
ー
政
治
学
院
、
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
研
究
セ
ン
タ
ー

訳
：
北　

垣　
　
　

徹

西
南
学
院
大
学
文
学
部
教
授

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
社
会
学
と
歴
史
学

　
　
　

 

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
歴
史
社
会
学
の
先
駆
者
と
と
ら
え
ら
れ
得
る
か
？ 　
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二
〇
〇
三
年
出
版
の
『
歴
史
社
会
学
要
覧
』
の
序
論
で
、ジ
ェ
ラ
ー

ド
・
デ
ラ
ン
テ
ィ
と
エ
ン
ジ
ン
・
Ｆ
・
イ
シ
ン
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、

歴
史
社
会
学
の
発
展
は
、
往
々
に
し
て
互
い
に
嫉
妬
し
あ
っ
て
い
る

二
つ
の
学
問
領
域
、
す
な
わ
ち
歴
史
学
と
社
会
学
の
あ
い
だ
の
、
つ

ね
に
不
確
か
で
安
定
し
な
い
位
置
関
係
の
「
両
義
性（

１
）」

を
特
徴
と
し

て
い
ま
す
。
人
文
・
社
会
科
学
に
属
す
る
こ
の
両
学
問
領
域
間
の
学

際
的
な
対
話
が
抱
え
る
困
難
、
さ
ら
に
は
矛
盾
を
、
社
会
学
の
基
礎

を
築
い
た
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
（
一
八
五
八
―
一
九
一
七
）

の
主
要
著
作
は
、
多
々
含
ん
で
お
り
ま
す
。
後
で
述
べ
ま
す
よ
う

に
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
著
作
は
、
歴
史
に
格
別
の
地
位
を
与
え
ま
し

た
（
こ
こ
で
は
た
だ
、
彼
が
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
で
一
九
〇
四
年
度
か

ら
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
史
に
つ
い
て
行
っ
た
講
義
を
思
い
出
し
て
お
き

ま
し
ょ
う（

２
））

が
、
歴
史
学
の
方
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
教
育
界
・
大

学
界
で
大
い
に
重
ん
じ
ら
れ
て
制
度
化
さ
れ
て
お
り（

３
）、

そ
う
し
た
学

問
分
野
に
た
い
す
る
彼
の
立
ち
位
置
は
両
義
性
に
満
ち
て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
研
究
の
最
も
す
ぐ
れ
た
専
門
家
で
さ
え

も
、
一
九
世
紀
末
フ
ラ
ン
ス
で
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
共
に
生
ま
れ
た
社

会
学
の
伝
統
は
、
社
会
的
事
実
の
歴
史
性
に
無
関
心
で
あ
る
と
い
う

考
え
を
広
め
る
の
に
貢
献
し
て
い
ま
す（

４
）。

今
日
こ
の
考
え
は
大
い
に

広
ま
っ
て
い
る
た
め
、
歴
史
社
会
学
の
研
究
一
覧
に
あ
る
主
要
著
作

も
、
こ
う
し
た
議
論
や
研
究
領
域
へ
の
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
貢
献
を
ほ

と
ん
ど
忘
れ
て
い
ま
す（

５
）。

ま
た
そ
の
た
め
、
対
照
的
に
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
た
い
し
て
は
、
歴
史
社
会
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
創
始
者

と
し
て
決
定
的
な
立
場
が
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
こ
う
し
た
考

え
は
な
お
さ
ら
容
易
に
広
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す（

６
）。

フ
ラ
ン
ス
社
会
学
派
の
創
始
者
没
後
百
年
を
記
念
す
る
こ
の
講
演

会
の
目
的
は
、
こ
の
問
題
に
か
ん
す
る
要
点
を
再
検
討
し
、
歴
史
社

会
学
の
現
代
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
わ
る
一
連
の
論
点
の
発
展
に
エ

ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
業
績
が
も
た
ら
す
貢
献
を
、
い
わ
ば
現

代
に
蘇
ら
せ
る
べ
く
擁
護
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、

議
論
を
二
段
階
で
展
開
す
る
こ
と
を
提
案
い
た
し
ま
す
。
最
初
に
、

歴
史
的
方
法
や
歴
史
学
に
お
い
て
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の

取
っ
た
立
場
、よ
り
一
般
的
に
は
『
社
会
学
年
報
』
グ
ル
ー
プ
が
取
っ

た
立
場
に
含
ま
れ
る
両
義
性
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う

（
一
）。
続
い
て
、
現
代
の
歴
史
社
会
学
の
趨
勢
に
お
い
て
、
デ
ュ
ル

ケ
ー
ム
の
残
し
た
遺
産
と
は
何
か
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ

う
（
二
）。

一 

エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
歴
史

　
　
　
―
―
科
学
的
戦
略
と
学
問
的
戦
術
の
あ
い
だ
で

エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
一
八
九
五
年
に
『
社
会
学
的
方
法

の
規
準
』
を
出
版
し
た
と
き
、
社
会
学
と
い
う
新
た
な
デ
ィ
シ
プ
リ

ン
の
大
義
を
擁
護
し
ま
し
た
が
、
彼
は
社
会
学
が
い
つ
の
日
か
歴
史

学
と
一
つ
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
し
た
。「
社
会
学
は
歴
史
学



321

な
し
に
は
や
っ
て
い
け
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
社
会
学
は
歴
史
家

で
あ
る
と
同
時
に
社
会
学
者
で
あ
る
者
た
ち
を
必
要
と
し
て
い
る
」

（『
社
会
学
年
報
』
一
八
九
八
， 

Ⅲ
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン

ス
社
会
学
派
の
創
始
者
の
主
要
著
作
を
読
む
と
、
歴
史
学
に
た
い
す

る
も
っ
と
複
雑
で
両
義
的
な
関
係
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す（

７
）。Ｅ

・
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
は
『
規
準
』
の
第
四
章
で
、
社
会
世
界
に
か
ん
す
る
分
析

の
二
つ
の
伝
統
、
す
な
わ
ち
純
粋
に
年
代
記
的
な
歴
史
（
当
時
フ
ラ

ン
ス
の
歴
史
記
述
で
は
支
配
的
で
し
た（

８
））

お
よ
び
歴
史
哲
学
に
た
い

し
て
、
社
会
学
の
野
心
を
位
置
付
け
て
い
ま
す
。
彼
の
記
す
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
前
者
に
と
っ
て
「
歴
史
と
は
、
再
現
さ
れ
る
こ
と
な
く

つ
ぎ
つ
ぎ
と
継
起
す
る
一
連
の
諸
事
件
で
あ
り
、（
後
者
に
と
っ
て

は
）
同
じ
そ
れ
ら
の
事
件
は
、
も
と
も
と
人
間
の
構
造
の
う
ち
に
刻

み
込
ま
れ
て
い
て
、
全
歴
史
的
発
達
を
支
配
し
て
い
る
普
遍
的
な
諸

法
則
の
例
証
と
し
て
し
か
意
味
が
な
く
、
ま
た
関
心
も
ひ
か
な
い
も

の
で
あ
る（

９
）

」。
こ
こ
で
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
歴
史
に
た
い
す
る
二
つ

の
有
害
な
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
一
つ
は
、
社
会

的
・
政
治
的
現
象
を
根
本
的
に
独
自
で
異
質
な
も
の
、
し
た
が
っ
て

互
い
に
共
通
項
を
見
い
だ
せ
な
い
も
の
と
み
な
す
こ
と
で
、
も
う
一

つ
は
、
あ
る
進
化
論
的
・
決
定
論
的
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

ら
同
じ
事
実
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
モ
デ
ル
は
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
自
身
の
歴
史
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
単
純

す
ぎ
て
、
文
化
的
・
歴
史
的
多
様
性
を
忘
却
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ

ま
す
。
出
来
事
記
述
に
終
始
す
る
歴
史
に
つ
い
て
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー

ム
は
そ
の
大
胆
さ
の
欠
如
と
、
総
合
や
比
較
の
努
力
が
退
け
ら
れ
る

こ
と
を
非
難
し
ま
す
。
歴
史
哲
学
に
つ
い
て
は
、
そ
の
説
明
に
お
け

る
無
謀
さ
や
、
社
会
世
界
の
深
い
歴
史
性
へ
の
軽
視
が
非
難
さ
れ
ま

す
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、「
社
会
学
的
に
つ
く

ら
れ
た
歴
史
」
の
空
間
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
錯
雑
し
た
多
数
の
歴
史
的
諸
社
会
と
、
唯
一
の
し
か
し
理
念
的
な

人
類
の
概
念
と
の
あ
い
だ
に
は
、
媒
介
的
な
も
の
が
存
在
す
る
。
そ

れ
は
諸
社
会
種
で
あ
る）

（1
（

」。

し
か
し
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、自
身
の
社
会
学
的
実
践
に
お
い
て
は
、

歴
史
に
た
い
し
て
も
っ
と
貧
し
い
関
係
を
持
ち
上
げ
る
に
至
り
ま
す

（
一
九
三
八
年
に
死
後
出
版
さ
れ
る
著
作
『
フ
ラ
ン
ス
教
育
思
想
史
』

に
つ
い
て
の
講
義
を
除
い
て
、
の
こ
と
で
す
が）

（（
（

）。
彼
は
没
歴
史
的

な
理
論
構
築
に
た
い
し
て
警
戒
す
る
に
せ
よ）

（1
（

、
あ
ま
り
個
別
化
す
る

こ
と
の
な
い
、
社
会
活
動
の
規
則
的
で
反
復
的

0

0

0

0

0

0

0

な
局
面
の
観
察
に
大

い
に
適
し
た
社
会
世
界
の
客
観
化
の
方
法
（
と
り
わ
け
統
計
学）

（1
（

）
を
、

主
と
し
て
選
択
し
ま
す
。「
一
般
性
」
を
社
会
的
事
実
の
主
要
な
特

徴
の
ひ
と
つ
と
す
る
こ
と
で）

（1
（

、
実
験
的
方
法
（「
共
変
法
」）
を
採
用

し
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
社
会
学
は
、
自
然
科
学
へ
と
接
近
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
の
と
同
時
に
、
社
会
的
事
実
の
歴
史
性
を
減
じ
る

方
向
に
向
か
う
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
す
。

歴
史
が
多
様
性
を
孕
み
、
往
々
に
し
て
あ
る
時
代
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
や
情
念
を
反
映
す
る
た
め
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ミ
ア
ン
た
ち
は
社
会

学
者
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
特
別
な
態
度
を
構
想
し
ま
す
。「
社
会
学
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者
は
科
学
的
観
察
の
力
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
時
間
や
空
間
の
外
に
位

置
す
る）

（1
（

」。
そ
れ
ゆ
え
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
や
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
、

社
会
的
事
実
に
か
ん
す
る
あ
ま
り
に
も
歴
史
的
な
説
明
は
、
社
会
的

な
も
の
の
特
異
性
を
取
り
逃
が
す
こ
と
に
つ
な
が
る
と
感
じ
ら
れ
る

の
で
し
ょ
う
。
個
人
意
識
か
ら
は
独
立
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
事
実

は
一
般
性
を
も
つ
の
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
重
要
な
規
準
「
あ
る
社

会
的
事
実
は
他
の
も
う
ひ
と
つ
の
社
会
的
事
実
に
よ
っ
て
の
み
説
明

さ
れ
る）

（1
（

」
が
出
て
き
ま
す
。
と
こ
ろ
で
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、

あ
る
現
象
が
別
の
現
象
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
科
学

的
に
証
明
す
る
唯
一
の
方
法
は
、
間
接
的
実
験
の
方
法
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
を
実
行
す
る
た
め
に
、「
お
な
じ
ひ
と
つ
の
原
因
に
は

つ
ね
に
お
な
じ
ひ
と
つ
の
結
果
が
対
応
す
る
」
と
い
う
、
あ
ま
り
歴

史
に
は
適
し
て
い
な
い
因
果
原
理
を
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
採
用
す
る
に

至
り
ま
す）

（1
（

。
か
く
し
て
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
・
ミ
ル）

（1
（

 

（
一
八
〇
六
―
一
八
七
三
）
が
擁
護
し
た
複
数
性
の
原
理

を
明
確
に
拒
否
し
ま
す
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
社
会
学
が
ミ
ル
の
原
理
を

採
用
し
て
い
れ
ば
、
社
会
世
界
の
因
果
連
関
の
複
雑
性
や
多
様
性
に

も
っ
と
注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
包
括
的
理
解
の
た
め

の
因
果
的
説
明
を
持
ち
上
げ
る
結
果
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
社
会
学
は
し

ば
し
ば
歴
史
を
周
辺
に
追
い
や
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
歴
史
は
―
―

お
そ
ら
く
―
―
「
社
会
的
事
実
は
物
で
あ
り
、
物
の
よ
う
に
取
り
扱

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
念）

（1
（

」
を
、
あ
り
そ
う
に
も
な
い

こ
と
と
み
る
か
ら
で
す
。
こ
う
し
た
警
戒
心
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が

「
過
去
の
常
在
」
を
評
価
す
る
と
き
に
も
存
在
し
ま
す
。『
規
準
』
の

著
者
が
、あ
る
社
会
的
事
実
の
説
明
は
「
そ
れ
以
前
の
社
会
的
事
実
」

に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
に
せ
よ
、
社
会
学
者
は
「
時
代

の
効
果
」
を
中
和
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
ま
す
。「
比
較
は
、
そ
れ
を

攪
乱
す
る
時
代
と
い
う
要
因
を
排
除
し
な
い
か
ぎ
り
、
証
明
と
し
て

の
価
値
を
も
ち
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
証
明
と
し
て
の
意
義

を
も
つ
た
め
に
は
、
比
較
さ
れ
る
諸
社
会
を
、
そ
れ
ら
の
発
達
の
同

じ
時
期
に
つ
い
て
考
察
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う）

11
（

」。
か
く
し
て
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ダ
ヴ
ィ
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
「
先

行
物
と
の
共
変）

1（
（

」
に
最
終
的
に
優
先
権
を
与
え
ま
す
。
社
会
学
者
の

領
土
は
、
歴
史
的
・
解
釈
的
な
深
み
で
失
っ
た
土
地
を
、
比
較
的
・

説
明
的
な
一
般
性
に
お
い
て
獲
得
す
る
の
で
す
。

認
識
論
的
で
あ
る
と
同
時
に
方
法
論
的
で
も
あ
る
こ
う
し
た
考
察

は
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
の
強
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
す

る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ミ
ア
ン
た
ち
の
こ
だ
わ
り
を
示
す
も
の
で
す
。
実

験
的
と
称
す
る
没
歴
史
的
比
較
の
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
統
計
的
手
法
の
使
用
に
よ
っ
て
（
こ
れ
で
長
い
あ
い
だ
社
会

学
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
）、
個
人
的
な
も
の
と
そ
の
心
理
学
か
ら
手
を
切
ろ
う
と
す

る
意
志
に
よ
っ
て
、
社
会
的
事
実
の
一
般
性

0

0

0

に
た
い
す
る
歴
史
性

0

0

0

の
効
果
を
中
和
し
よ
う
と
す
る
こ
だ
わ
り
に
よ
っ
て
、
エ
ミ
ー
ル
・

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
そ
の
協
力
者
た
ち
は
、
あ
る
科
学
的
戦
略
を
採
用

し
、
そ
の
お
か
げ
で
、
社
会
的
事
実
に
か
ん
し
て
一
九
世
紀
末
に
可
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能
だ
っ
た
他
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
歴
史
学
、
地
理
学
、
心
理
学
、
哲
学

…
…
）
か
ら
、
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
き
っ
ぱ
り
と
区
別
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
区
別
の
こ
だ
わ
り
か
ら
、
デ
ュ

ル
ケ
ー
ミ
ア
ン
た
ち
は
戦
術
的
な
観
点
で
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス

の
歴
史
家
た
ち
を
遠
ざ
け
る
言
説
や
実
践
を
く
り
返
し
て
い
た
こ
と

が
説
明
さ
れ
ま
す）

11
（

。
こ
れ
に
た
い
し
て
フ
ラ
ン
ス
方
法
学
派École 

m
éthodique française

の
方
は
、『
社
会
学
年
報
』
の
創
始
者
が

表
明
し
た
前
提
要
件
と
は
相
容
れ
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
持
ち
上
げ
る

選
択
を
し
ま
し
た
。
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
同
時
代
の
歴
史

家
た
ち
は
、
比
較
的
で
あ
る
と
も
、
ま
し
て
や
総
合
的）

11
（

で
あ
る
と
も

み
な
さ
れ
な
い
歴
史
を
擁
護
し
、
黎
明
期
の
社
会
学
と
は
対
話
不
能

な
認
識
論
的
・
方
法
論
的
な
方
向
に
進
む
の
で
す
。

実
際
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
人
文
・
社
会
科
学
内
の
デ
ィ
シ
プ
リ

ン
境
界
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
は
、
第
三
共
和
政
期
を
通
し
て
歴
史
家

と
社
会
学
者
と
の
あ
い
だ
で
、
多
く
の
論
争
や
衝
突
が
繰
り
広
げ
ら

れ
ま
し
た
。
一
九
〇
一
年
に
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ア
ル
カ
ン
社
―
―
エ

ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
著
作
も
こ
こ
か
ら
出
て
い
ま
す
―
―
か

ら
出
版
さ
れ
た
シ
ャ
ル
ル
・
セ
ニ
ョ
ボ
ス）

11
（

著
『
社
会
科
学
に
適
用
さ

れ
た
歴
史
的
方
法
』
は
、一
八
九
五
年
に
同
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
規

準
』
に
た
い
す
る
明
ら
か
な
反
応
で
す
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の

著
作
―
―
長
い
あ
い
だ
フ
ラ
ン
ス
歴
史
学
の
古
典
と
な
り
ま
す
―
―

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
文
・
社
会
科
学
に
た
い
し
て
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が

描
き
出
し
た
強
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
加
わ
る
こ
と
に
た
い
し
て
、
歴
史

家
た
ち
が
拒
否
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
す）

11
（

。
セ
ニ
ョ
ボ
ス
に
代
表

さ
れ
る
方
法
学
派
の
歴
史
家
た
ち
に
と
っ
て
、「
歴
史
」
と
は
、「
批

判
的
」方
法
に
よ
っ
て
純
化
さ
れ
た
適
切
な
手
法
で
選
択
さ
れ
た「
文

書
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い）

11
（

」
の
で
す
。
フ
ラ

ン
ス
方
法
学
派
は
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・

フ
ン
ボ
ル
ト）

11
（

（
一
七
六
七
―
一
八
三
五
）
か
ら
着
想
を
得
た
「
歴
史

的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
採
用
し
、
い
か
な
る
哲
学
的
思
弁
（
ボ
シ
ュ
エ）

11
（

流
の
歴
史
神
学
の
も
の
で
あ
れ
、
コ
ン
ト
あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ

る
歴
史
哲
学
の
も
の
で
あ
れ
）
を
も
拒
否
す
る
科
学
的
方
法
を
課
す

こ
と
を
狙
い
、
歴
史
研
究
の
領
域
に
お
い
て
絶
対
的
な
客
観
性
を
目

指
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
科
学
的
客
観
性
を
め
ぐ
っ
て

争
う
二
つ
の
主
張
が
対
立
し
て
い
ま
す
。
一
方
は
「
一
般
性
」
や
、

デ
ュ
ル
ケ
ー
ミ
ア
ン
た
ち
の
提
示
す
る
比
較

0

0

に
依
拠
し
、
も
う
一
方

は
「
特
異
性
」
や
、方
法
論
的
歴
史
家
た
ち
の
擁
護
す
る
年
代
記
的

0

0

0

0

・

特
異
体
質
的
物
語

0

0

0

0

0

0

0

に
依
拠
し
ま
す
。「
闘
争
と
し
て
の
歴
史
」「
一
覧

表
と
し
て
の
歴
史
」「
出
来
事
的
歴
史
」「
出
来
事
記
述
に
終
始
す
る

歴
史
」
等
々
、歴
史
家
の
使
命
を
構
想
す
る
方
法
と
、『
社
会
学
年
報
』

の
創
始
者
が
初
期
の
号
で
想
像
す
る
―
―
強
い
帝
国
主
義
的
ト
ー
ン

を
帯
び
た
―
―
方
法
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
懸
隔
を
示
す
た
め
の
形
容

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
学
派
が
歴
史
学
と
も
っ
た
関
係
の
複
雑
さ
は
、
学

派
の
代
表
的
人
物
の
ひ
と
り
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
シ
ミ
ア
ン
（
一
八
七
三

―
一
九
三
五
）
が
一
九
世
紀
末
に
フ
ラ
ン
ス
歴
史
学
と
の
遭
遇
に
お
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い
て
定
式
化
し
た
批
判
に
よ
っ
て
、
よ
り
強
め
ら
れ
ま
す）

11
（

。
ア
ン

リ
・
ベ
ー
ル
の
編
集
す
る
創
刊
間
も
な
い
『
歴
史
総
合
評
論
』
で

一
九
〇
三
年
に
出
版
さ
れ
、
一
九
六
〇
年
に
『
ア
ナ
ー
ル
』
で
（
短

縮
版
で
あ
る
が
）
再
版
さ
れ
て
祭
り
上
げ
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
お
い

て
、
シ
ミ
ア
ン
は
、「
歴
史
科
学
」
の
発
展
を
妨
げ
る
と
自
身
に
思

わ
れ
た
「
歴
史
家
の
部
族
の
偶
像
」
を
告
発
し
て
い
ま
す
。
彼
の
言

わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
十
分
に
理
解
す
る
に
は
、
彼
の
議
論
の
論
理

に
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
テ
ク
ス
ト
の
最
初
の
数
ペ
ー
ジ

で
シ
ミ
ア
ン
は
、「
規
則
的
な
も
の
に
こ
だ
わ
る
た
め
に
、
偶
然
的

な
も
の
を
遠
ざ
け
、［
中
略
］
社
会
的
な
も
の
を
研
究
す
る
た
め
に
、

個
人
的
な
も
の
を
排
除
す
る）

11
（

」
こ
と
を
目
指
す
社
会
学
的
視
点
の
特

殊
性
を
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
法
則
定
立
を
目
指
す
こ
う
し

た
主
張
が
説
明
す
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
方
法
学
派
に
よ
っ
て
推
奨
さ

れ
た
歴
史
に
た
い
し
て
、
シ
ミ
ア
ン
や
『
社
会
学
年
報
』
の
彼
の
友

人
た
ち
が
抱
く
不
満
で
す
。
彼
に
と
っ
て
伝
統
的
な
歴
史
は
、
い
か

な
る
社
会
的
現
実
に
も
つ
き
も
の
の
「
偶
発
的
部
分
」
を
除
去
す
る

の
に
成
功
し
て
い
ま
せ
ん
。
彼
に
よ
れ
ば
、
今
や
伝
統
的
歴
史
は
、

む
な
し
い
博
識
と
、「
些
事
に
こ
だ
わ
る
臆
病
な
経
験
主
義
」
と
に

自
閉
し
、
社
会
的
現
実
の
表
層
に
し
か
辿
り
着
い
て
い
ま
せ
ん
。
社

会
学
は
そ
れ
と
は
逆
に
、「
社
会
現
象
の
客
観
的
考
察
」へ
と
向
か
い
、

「
法
則
の
規
則
性
」
を
探
求
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
シ
ミ
ア
ン
は
こ

の
よ
う
に
述
べ
な
が
ら
、
個
人
的
な
も
の
や
偶
発
的
な
も
の
に
魅
せ

ら
れ
た
出
来
事
記
述
の
歴
史
―
―
彼
の
眼
か
ら
す
れ
ば
、
当
時
の
フ

ラ
ン
ス
歴
史
学
を
支
配
し
て
い
た
政
治
史
や
外
交
史
が
示
す
も
の
―

―
に
た
い
し
て
、
社
会
的
な
も
の
・
規
則
的
な
も
の
に
到
達
し
う
る

社
会
学
的
に
構
成
さ
れ
た
歴
史
を
対
置
し
ま
す
。
こ
う
し
た
歴
史
の

み
が
、科
学
的
と
い
う
形
容
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
す
。「
し
た
が
っ
て
、

人
間
的
事
実
の
研
究
が
、
科
学
的
な
意
味
で
の
説
明
に
向
か
う
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
確
か
に
個
人
的
で
偶
発
的
な
要
素
を
無
視
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
そ
の
固
有
の
結
果
に
お
い
て
行
動
か
ら
そ
れ
ら
の
要
素

を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
要
素
を
考
慮
に
入

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
の
主
要
な
使
命
は
、
偶

発
的
な
出
来
事
の
帰
結
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
逆
に
、

こ
れ
ら
の
偶
発
事
が
確
認
さ
れ
脇
に
の
け
ら
れ
た
と
き
、
諸
現
象
間

で
は
じ
め
て
現
れ
る
安
定
的
で
決
定
的
な
関
係
を
取
り
出
す
こ
と
で

あ
る）

1（
（

。」
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
シ
ミ
ア
ン
の
知
的
宣
言
が
残
し
た
影
響
力

は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
と
て
も
大
き
な
も
の
と
な
り
ま
す
。
マ
ル

ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
と
リ
ュ
シ
ア
ン
・
フ
ェ
ー
ヴ
ル
が
一
九
二
九
年
に
『
社

会
経
済
史
年ア

ナ
ー
ル報

』
を
創
刊
し
、
方
法
学
派
の
煩
わ
し
い
遺
産
を
清
算

し
よ
う
と
試
み
た
と
き
、
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
シ
ミ
ア
ン
の
こ

と
で
す
。
さ
ら
に
、
リ
ュ
シ
ア
ン
・
フ
ェ
ー
ヴ
ル
が
一
九
四
七
年
に

『
歴
史
の
た
め
の
闘
い
』
に
お
い
て
、「
わ
ず
か
の
、
ご
く
わ
ず
か

の
、
あ
ま
り
に
も
わ
ず
か
の
こ
と
し
か
要
求
し
な
い
出
来
事
記
述
の

歴
史）

11
（

」
を
告
発
し
た
と
き
に
も
、
シ
ミ
ア
ン
の
こ
と
が
触
れ
ら
れ
ま

す
。
そ
し
て
最
後
に
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ジ
ュ
リ
ア
ー
ル
が
一
九
七
四
年

に
政
治
史
を
「
心
理
学
的
な
も
の
で
あ
り
、
条
件
と
な
る
も
の
を
無
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視
し
て
お
り
、［
中
略
］
個
別
的
な
も
の
を
目
指
し
て
い
て
、
長
期

的
持
続
を
無
視
し
て
い
る）

11
（

」
と
断
罪
し
続
け
た
と
き
に
も
、
や
は
り

シ
ミ
ア
ン
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、『
ア
ナ
ー
ル
』

誌
の
学
際
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
多
く
の
点
で
具
現
し
て
い
た
歴
史

学
と
社
会
学
の
遭
遇
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
政
治
史
と
の
対
抗

関
係
の
な
か
で
な
さ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
政
治
史
は
、
あ
ま

り
に
も
偶
発
的
な
も
の
や
個
人
的
な
も
の
に
注
意
を
払
い
す
ぎ
て
お

り
、
ま
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
生
涯
か
け
て
進
め
て
き
た
社
会
学
的
精

神
に
た
い
し
て
、
あ
ま
り
に
消
極
的
態
度
を
取
る
た
め
に
非
難
さ
れ

る
の
で
す）

11
（

。

二 

現
代
の
歴
史
社
会
学
の
趨
勢
へ
の
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の

貢
献

エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
彼
の
弟
子
た
ち
（『
ア
ナ
ー
ル
』

誌
の
歴
史
家
た
ち
と
、妥
協
な
く
豊
か
な
関
係
を
結
ん
だ
モ
ー
リ
ス
・

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス）

11
（

（
一
八
七
七
―
一
九
四
四
）
は
例
外
で
し
ょ
う

が
）
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
歴
史
学
と
社
会
学
の
対
話
は
両
義

性
に
特
徴
付
け
ら
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
フ
ラ
ン
ス
の

歴
史
社
会
学
に
お
け
る
現
代
の
論
争
の
な
か
で
、
か
つ
て
の
学
問
領

域
間
の
闘
争
が
残
し
た
遺
産
（
つ
ま
り
『
社
会
学
年
報
』
グ
ル
ー
プ

が
取
っ
た
認
識
論
的
立
場
）
を
同
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の

意
図
せ
ぬ
遺
産
を
理
解
す
る
に
は
、
ジ
ャ
ン
＝
ク
ロ
ー
ド
・
パ
ス
ロ

ン）
11
（

が
提
起
す
る
よ
う
に
、
歴
史
学
と
社
会
学
の
「
社
会
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
」
に
属
す
る
も
の
と
「
論
理
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に

属
す
る
も
の
と
を
区
別
す
る
時
間
を
と
る
の
が
適
切
で
し
ょ
う
。
パ

ス
ロ
ン
は
「
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
い
う
こ
と
で
、
学
問

領
域
を
社
会
的
に
区
別
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
制
度
上
の
ラ
ベ
ル

や
マ
ー
カ
ー
（
特
定
教
育
の
存
在
、
固
有
の
採
用
方
式
、
出
版
支
援

の
促
進
、
自
律
研
究
の
重
視
［
教
科
書
、
雑
誌
］）
を
意
味
し
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ミ
ア
ン
の
闘
争

の
一
部
（『
規
準
』、
続
い
て
『
社
会
学
年
報
』
の
出
版
）
は
、
社
会

学
と
歴
史
学
を
社
会
的
に
区
別
し
よ
う
と
い
う
こ
だ
わ
り
を
表
し
て

い
ま
す
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ミ
ア
ン
た
ち
は
、
こ
の
二
つ
の
デ
ィ
シ
プ
リ

ン
の
「
論
理
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
も
区
別
し
よ
う
と
す
る
―

―
後
で
見
る
よ
う
に
、
誤
っ
て
、
で
す
が
―
―
だ
け
に
、
こ
う
し
た

こ
だ
わ
り
は
い
っ
そ
う
明
白
で
す
。
こ
こ
で
論
争
―
―
闘
争
と
い
っ

て
も
い
い
で
し
ょ
う
―
―
は
、
認
識
論
的
地
平
、
固
有
の
意
味
で
の

科
学
的
地
平
に
移
行
し
ま
す
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

は
、
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
社
会
学
的
方
法
を
対
置
し
よ
う
と
し
ま

し
た
。
そ
の
た
め
、
彼
は
（
誤
っ
た
）
対
立
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
説
明
vs
解
釈
、
規
則
性
vs
出
来
事
、
構
造
vs

行
為
者
、
法
則
科
学
vs
類
似
発
見
、
等
々
で
す
。
そ
れ
は
競
合
す
る

二
つ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
間
の
認
識
論
的
な
相
違
を
、
よ
り
明
白
に

示
す
た
め
に
で
し
た
。
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
マ
ッ
ク
ス
・
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ウ
ェ
ー
バ
ー
、
さ
ら
に
は
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
に
対
抗
す
べ
く
、

自
然
諸
科
学
に
近
づ
け
る
た
め
に
社
会
学
を
「
歴
史
的
科
学
」
と
す

る
こ
と
を
拒
否
し
、「
社
会
的
事
実
の
実
験
科
学
」
に
し
よ
う
と
し

ま
し
た
が
、今
日
で
は
も
は
や
そ
う
し
た
主
張
は
不
可
能
で
し
ょ
う
。

Ｊ
＝
Ｃ
・
パ
ス
ロ
ン
が
厳
か
に
示
し
た
よ
う
に
、
二
つ
の
デ
ィ
シ
プ

リ
ン
の
「
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
は
ず
っ
と
異
な
っ
て
い
ま

す
が
、「
論
理
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
は
接
近
し
て
い
て
、『
社
会

学
的
推
論
』
の
著
者
は
「
歴
史
学
と
社
会
学
の
認
識
論
的
収
斂）

11
（

」
に

つ
い
て
語
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
Ｊ
＝
Ｃ
・
パ
ス
ロ
ン

は
、
次
の
よ
う
な
最
終
判
断
を
下
す
に
至
り
ま
す
。「
一
九
世
紀
お

よ
び
二
〇
世
紀
初
頭
の
理
論
上
の
議
論
に
お
い
て
、
歴
史
学
と
社
会

学
は
み
ず
か
ら
の
差
異
を
め
ぐ
っ
て
議
論
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特

殊
性
を
発
展
さ
せ
、
時
に
は
激
化
さ
せ
て
き
た
が
、
も
は
や
両
デ
ィ

シ
プ
リ
ン
に
解
決
す
べ
き
認
識
論
上
の
係
争
点
は
存
在
し
な
い
」。

さ
ら
に
著
者
は
、
次
の
よ
う
な
結
論
で
締
め
く
く
り
ま
す
。「
歴
史

学
と
社
会
学
の
認
識
論
上
の
立
場
の
同
一
性
は
、
両
者
が
共
通
の
対

象
と
す
る
現
象
的
特
性
の
構
造
に
起
因
す
る
。そ
う
し
た
構
造
と
は
、

人
間
諸
社
会
の
歴
史
で
あ
る
。
歴
史
的
素
材
が
事
実
の
構
築
に
デ
ー

タ
を
も
た
ら
す
の
は
、
歴
史
的
展
開
の
乗
り
越
え
不
可
能
な
拘
束
の

も
と
に
お
い
て
で
あ
る）

11
（

」。

社
会
学
と
歴
史
学
を
ク
ロ
ス
さ
せ
る
研
究
は
、
社
会
科
学
の
知
識

の
不
確
実
性
を
よ
り
一
般
的
な
か
た
ち
で
証
明
し
つ
つ）

11
（

、
知
の
仮
説

的
・
断
片
的
性
格
と
い
う
点
で
、
今
日
で
は
一
致
し
て
い
ま
す
。
こ

う
し
た
研
究
は
さ
ら
に
「
法
則
定
立
の
幻
想
」
を
暴
き
、
パ
ス
ロ
ン

が
「
議
論
の
非
ポ
パ
ー
的
空
間
」
の
用
語
で
ま
さ
し
く
示
し
た
よ
う

な
共
通
の
推
論
形
式
を
、
両
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
が
共
有
し
て
い
る
と
い

う
点
を
確
証
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
両
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
は
、
あ
る

同
じ
経
験
的
基
盤
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
分
析
さ
れ
る
事

実
に
つ
い
て
の
歴
史
的
文
脈
を
思
い
描
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
ゆ

え
に
、
歴
史
家
に
と
っ
て
も
社
会
学
者
に
と
っ
て
も
、
社
会
的
あ
る

い
は
政
治
的
事
実
を
構
成
す
る
歴
史
性
を
忘
却
し
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
歴
史
は
け
っ
し
て
繰
り
返
さ
れ
ず
、
知
的
好
奇
心

は
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
歴
史
的
文
脈
付
け
と
実
験
的
推
論

と
の
あ
い
だ
の
た
え
ざ
る
往
還
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
「
社
会
学
的
推

論
」
に
頼
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
誤
っ
て
考
え
た

よ
う
に
、
歴
史
学
と
社
会
学
は
異
な
る
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
で
は
な
く
、

た
ん
に
二
つ
の
科
学
的
記
述
や
証
明
の
「
ス
タ
イ
ル
」
に
関
わ
っ
て

い
る
だ
け
で
、
こ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
は
区
別
し
う
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
同
じ
認
識
論
上
の
同
一
性
を
共
有
し
て
い
ま
す
。
こ
の
同
一
性

と
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
理
解
し
た
よ

う
な
意
味
に
お
い
て
、
両
者
と
も
に
「
歴
史
科
学
」
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
が
想
像
し
た
直
観
を
、
こ

こ
で
確
認
す
べ
き
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。『
地
中
海
』

の
著
者
は
、
歴
史
学
と
社
会
学
は
「
一
つ
の
精
神
の
冒
険
で
あ
り
、

同
じ
織
物
の
表
と
裏
で
は
な
く
し
て
、
織
り
糸
の
厚
み
全
体
に
お
い

て
同
じ
織
物）

11
（

」を
構
成
す
る
と
み
な
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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社
会
＝
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
展
開
に
よ
っ
て
、
社
会
科
学
に
お

け
る
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
分
割
の
人
工
的
な
性
格
に
つ
い
て
納
得
す
れ

ば
、
Ｊ
＝
Ｃ
・
パ
ス
ロ
ン
が
定
式
化
し
た
診
断
は
妥
当
な
も
の
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
形
態
（
フ
ラ
ン

ス
に
お
い
て
歴
史
学
は
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
制
度
化
さ
れ
、
社
会
学

は
も
っ
と
後
に
な
っ
て
か
ら
）
と
、
自
然
諸
科
学
か
ら
社
会
科
学

を
最
終
的
に
区
別
す
る
あ
る
単
一
の
認
識
論
的
形
態
と
の
あ
い
だ
に

は
、
齟
齬
が
存
在
す
る
と
い
う
診
断
で
す
。
そ
の
結
果
、
こ
の
診
断

に
よ
っ
て
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
越
え
た
交
流
や
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
間
の

融
合
、
概
念
上
ま
た
は
方
法
論
上
の
剽
窃
な
ど
、
要
は
過
去
か
ら
受

け
継
が
れ
て
き
た
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
体
制
間
の
侵
犯
現
象
が
正
統
な
も

の
と
な
る
で
し
ょ
う
。
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
私
に
と
っ
て
政
治

的
な
も
の
の
歴
史
的
社
会
学
の
中
心
的
目
標
は
そ
こ
に
あ
り
ま
す）

1（
（

。

過
去
の
重
み
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
社
会
学
的
想
像
力
を
開
か

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
が
『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ

ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
十
八
日
』（
一
八
五
二
）
の
冒
頭
で
端
的
に

示
し
た
よ
う
な
、
潜
伏
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
す
。「
人
間
は
自
分

自
身
の
歴
史
を
創
る
が
、
し
か
し
、
自
発
的
に
、
自
分
で
選
ん
だ
状

況
の
下
で
歴
史
を
創
る
の
で
は
な
く
、
す
ぐ
目
の
前
に
あ
る
、
与
え

ら
れ
た
過
去
か
ら
受
け
渡
さ
れ
た
状
況
の
下
で
そ
う
す
る）

11
（

」。

今
日
、
社
会
＝
歴
史
的
推
論
の
空
間
で
は
、
諸
々
の
中
心
と
な
る

分
析
対
象
や
認
識
論
的
な
受
け
止
め
方
に
応
じ
て
、
ま
た
種
々
の
研

究
者
の
知
的
経
歴
に
応
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
い
く
つ
か
の
研

表 1　社会＝歴史アプローチの現代的スタイル

歴史社会学あるいは
デュルケームの遺産

社会＝歴史あるいは
ウェーバーとエリアスの遺産

認識論的立場 実験的推論の極に近い 歴史叙述の極に近い

経験的資料の性質 二次資料 一次資料

中心となる分析レベル マクロ社会学的 メゾ社会学あるいはミクロ社会学的

調査対象
安定的制度、
政治過程、
集合表象

個人的実践、
制度的媒介、
個人の経歴

科学的記述の様態 比較類型論
説明

モノグラフィー
理解

政治社会学の中心人物

B. アンダーソン、B. バディー、
S. バルトリーニ、P. ビルンボウム、
B. ムーア、S. ロカン、C. ティリー、
I. ウォーラーステイン

F. ブトン、O. イール、R. ペイル、
G. ポレ、G. ノワリエル、N．マリオ、
M. オフェルレ
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究
戦
略
が
同
じ
名
称
の
も
と
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し

本
質
を
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
空
間
に
お
い
て
二
つ
の
異
な
る
戦
略
を

区
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
う
ち
の
一
方
は
、
多
く
の
点
で
フ
ラ

ン
ス
社
会
学
派
の
創
始
者
の
教
え
に
忠
実
で
あ
り
続
け
て
い
る
戦
略

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
研
究
戦

略
（
表
１
の
中
列
に
掲
載
）
は
、
北
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
比
較
歴
史

社
会
学
の
研
究
業
績
に
よ
く
見
ら
れ
ま
す
が）

11
（

、
説
明
的
な
見
方
を
強

調
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
、
歴
史
に
依
拠
す
る

こ
と
で
集
合
体
の
辿
る
道
筋
を
比
較
し
、
類
似
性
を
確
定
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
り
、
調
査
し
て
そ
の
説
明
を
探
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
う
し
た
研
究
業
績）

11
（

は
、
マ
ク
ロ
社
会
学
的
な
手
法
を
用
い

て
、
普
遍
性
を
前
提
と
し
た
―
―
多
か
れ
少
な
か
れ
暗
黙
の
内
に
で

す
が
―
―
変
数
関
係
か
ら
、
国
ご
と
の
状
況
の
多
様
性
を
説
明
し
よ

う
と
し
ま
す）

11
（

。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
個
別
具
体
の
研
究
を
完
全
に
受

け
入
れ
つ
つ
も
、
一
八
九
五
年
以
来
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に

よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
社
会
学
の
一
般
化
の
公
準
を
捨
て
去
る
こ
と
を

拒
む
歴
史
社
会
学
の
態
度
で
す
。
こ
れ
ら
の
研
究
業
績
―
―
と
り
わ

け
政
治
科
学
の
分
野
に
多
く
み
ら
れ
ま
す）

11
（

―
―
は
、
往
々
に
し
て
高

い
水
準
の
一
般
性
に
こ
だ
わ
る
た
め
、
歴
史
研
究
か
ら
借
り
て
き
た

二
次
的
デ
ー
タ
の
総
体
に
依
拠
し
ま
す
が
、
デ
ー
タ
収
集
の
原
理
に

問
題
が
な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん）

11
（

。
比
較
歴
史
社
会
学
の
研
究
に
お
い

て
、
こ
う
し
た
一
般
化
を
目
指
す
態
度
は
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に

な
さ
れ
た
強
い
批
判
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
免
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

当
時
こ
う
し
た
研
究
は
、
理
論
的
一
般
性
の
高
み
に
達
す
る
こ
と
は

不
可
能
で）

11
（

、
帰
納
、
さ
ら
に
は
歴
史
物
語
へ
と
向
か
う
傾
向
を
抱
え

て
い
る
と
非
難
さ
れ
ま
し
た
。
批
判
―
―
と
り
わ
け
『
ア
メ
リ
カ
社

会
学
評
論
』
で
エ
ド
ガ
ー
・
カ
イ
ザ
ー
と
マ
イ
ケ
ル
・
ヘ
ッ
ク
タ
ー

に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
も
の）

11
（

―
―
は
、
旧
来
の
議
論
を
繰
り
返
し
つ

つ
、
演
繹
的
見
方
に
お
い
て
多
く
の
社
会
現
象
な
い
し
政
治
現
象
を

分
析
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
一
般
的
理
論
準
拠
を
、
比
較
歴
史
社

会
学
は
欠
い
て
い
る
と
非
難
し
て
い
ま
す）

11
（

。

こ
う
し
た
困
難
を
乗
り
越
え
る
べ
く
、
ま
た
別
の
研
究
戦
略
を
構

想
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
―
―
よ
り
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
戦
略
に
近
い
も
の
、
ま
た
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
が
社
会

学
者
の
現
在
へ
の
引
き
こ
も
り
を
批
判
し
つ
つ）

1（
（

、
歴
史
社
会
学
（
時

に
は
社
会
＝
歴
史
と
呼
ば
れ
る）

11
（

）
に
た
い
し
て
も
た
ら
す
影
響
な
ど

で
す
。
こ
う
し
た
歴
史
社
会
学
は
、
説
明
的
な
主
張
を
控
え
、
よ
り

語
り
を
重
視
し
、
解
釈
的
に
な
り
ま
す
（
表
１
の
右
列
参
照
）。
そ

れ
は
マ
ク
ロ
社
会
学
的
な
見
方
を
警
戒
し
、
研
究
対
象
と
な
る
政
治

的
関
係
の
文
化
的
・
社
会
的
・
戦
略
的
基
礎
の
分
析
を
重
視
し
ま
す
。

研
究
上
の
こ
う
し
た
見
方
は
―
―
ア
ー
カ
イ
ヴ
へ
の
好
み）

11
（

を
歴
史
学

と
共
有
し
つ
つ
―
―
論
理
が
対
象
の
文
脈
に
い
か
ん
と
も
し
が
た
く

特
定
さ
れ
て
は
い
な
い
過
程
や
手
続
、
ル
ー
ル
や
規
則
を
明
ら
か
に

し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
ま
す）

11
（

。
こ
う
し
た
分
析
枠
組
で
は
、
研
究

者
は
重
要
な
相
似
点
や
、
根
本
に
あ
る
類
似
点
を
指
摘
し
つ
つ
も
、

唯
一
の
大
義
へ
の
物
神
崇
拝
に
陥
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん）

11
（

。
こ
う
し
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た
手
法
を
用
い
れ
ば
、
社
会
的
・
政
治
的
変
容
の
歴
史
的
連
鎖
、
お

よ
び
、
各
個
人
あ
る
い
は
社
会
集
団
が
そ
こ
で
果
た
し
う
る
役
割
を

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
う
し
た
別
様
の
歴
史
社
会
学
的
態

度
は
、
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ー
ツ
（
一
九
二
三
―
二
〇
〇
六
）
の

業
績
、も
っ
と
古
い
と
こ
ろ
で
は
オ
ッ
ト
ー
・
ヒ
ン
ツ
ェ
（
一
八
六
一

―
一
九
四
〇
）
の
業
績
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
各
々
の
歴
史
な
い
し
は

歴
史
関
係
の
特
殊
性
を
尊
重
す
る
「
特
異
性
の
認
識
論）

11
（

」
の
長
所
を

示
す
こ
と
を
企
図
し
て
い
ま
す
。

＊
＊
＊
＊

エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
死
後
一
世
紀
を
経
て
、
デ
ィ
シ
プ

リ
ン
が
鎮
静
化
す
る
と
き
が
到
来
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。『
社

会
学
的
方
法
の
規
準
』
の
著
者
は
、
行
き
過
ぎ
と
も
思
わ
れ
る
ほ
ど

の
説
明
的
野
心
を
社
会
学
に
も
た
ら
す
た
め
に
、
同
時
代
の
歴
史
を

つ
く
る
方
法
か
ら
は
き
っ
ぱ
り
と
み
ず
か
ら
を
区
別
す
る
必
要
を
表

明
し
ま
し
た
が
、
し
ば
し
ば
「
帝
国
主
義
的
」
と
非
難
さ
れ
る
こ
う

し
た
野
心
は
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
歴
史
社
会
学
や
そ
の
方
法
の
内

部
論
争
を
豊
か
な
も
の
と
し
続
け
て
い
ま
す
。没
後
、『
社
会
学
年
報
』

の
創
始
者
が
望
ん
だ
よ
う
に
、
あ
る
種
の
か
た
ち
で
歴
史
家
は
社
会

学
者
に
な
り
ま
し
た
。そ
し
て
同
時
に
、社
会
学
者
も
歴
史
家
に
な
っ

た
の
で
す
。

註
（
１
） Gerard D

elanty &
 Egin I. Isin, eds, Handbook of historical sociology, 

Londres, Sage, 2003, p. 1.

（
２
） 『
フ
ラ
ン
ス
教
育
思
想
史
』
と
い
う
題
名
の
も
と
、
一
九
三
八
年
に
モ
ー
リ

ス
・
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
序
文
付
き
で
死
後
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
講

義
（
小
関
藤
一
郎
訳
『
フ
ラ
ン
ス
教
育
思
想
史
』、行
路
社
、一
九
八
一
年
）。

（
３
） 

旧
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム

体
制
下
で
歴
史
（
当
時
は
大
い
に
摂
理
論
的
な
も
の
だ
っ
た
）
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
小
さ
な
役
割
し
か
果
た
さ
な

か
っ
た
一
方
、
そ
の
地
位
は
一
八
〇
二
年
の
中
等
教
育
の
発
展
と
共
に
無

視
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
中コ

レ
ー
ジ
ュ

学
校
で
も
高リ

セ

等
学
校
で

も
歴
史
教
育
が
必
修
と
な
る
。
一
八
六
七
年
の
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
デ
ュ
ル

イ
の
教
育
改
革
で
は
、
義
務
化
は
初
等
教
育
に
ま
で
及
ぶ
。
さ
ら
に
は
、

第
三
共
和
政
到
来
に
よ
り
、
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ヴ
ィ
ッ
ス
―
―
ピ
エ
ー
ル
・

ノ
ラ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、「
国
民
の
教
師
」
と
な
る
人
物
―
―
の
影
響
下

で
、
歴
史
教
育
は
フ
ラ
ン
ス
学
校
教
育
に
お
け
る
中
心
科
目
と
な
る
。
対

照
的
に
、
社
会
学
の
学
校
教
育
は
は
る
か
に
遅
れ
、
高リ

セ

等
学
校
（
最
終
学

年
）
で
の
み
「
経
済
社
会
科
学
」（SES

）
が
設
け
ら
れ
て
、
そ
の
地
位

が
中
等
教
育
の
な
か
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
一
九
六
六
年
ま

で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
教
育
に
つ
い
て
は
、Patrick 

G
arcia &

 Jean Leduc, « E
nseignem

ent de l'histoire », dans 
C.D

elacroix et al., Historiographies, tom
e I, « Concepts et débats », 

Paris, Folio-Gallim
ard, 2010, p. 124-139

を
参
照
。

（
４
） 
こ
う
し
た
議
論
へ
の
主
要
な
貢
献
は
、
年
代
順
で
い
う
と
、
一
九
四
九

年
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ダ
ヴ
ィ
（« L'explication sociologique et le 

recours à l'histoire d'après Com
te, M

ill et D
urkheim

 », Revue 



330

de m
étaphysique et de m

orale, juille-toctobre 1949, reproduit dans 
L'hom

m
e, le fait social et le fait politique, M

outon, La H
aye, 1973

）、

一
九
五
九
年
の
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ（« D

urkheim
 and history » 

（1959

）, 
reproduit dans R. A

. N
isbet, ed., Em

ile Durkheim
, Prentice H

all, 
Englew

ood Cliffs, 1965

）、
一
九
八
六
年
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ベ
ナ
ー
ル 

（« L'im
périalism

e sociologique face à l'histoire », dans Historiens 
et sociologues aujourd'hui, Paris, Editions du CN

RS, 1986

）
で
あ
る
。

よ
り
最
近
で
は
、M

ustafa Em
irbayer, « D

urkheim
's contribution 

to the sociological analysis of history », Sociological forum
, 1996 

お

よ
び Philippe Steiner, « La m

éthode sociologique et l'histoire », 
dans M

. Borlandi &
 L. M

ucchielli, dir., La sociologie et sa m
éthode. Les 

règles de Durkheim
 un siècle après, Paris, L'H

arm
attan, 1996

も
参
照
。

（
５
） 

フ
ラ
ン
ス
語
文
献
で
は
、
こ
う
し
た
忘
却
は
ギ
ヨ
ー
ム
・
デ
ュ
フ
ー
ル

の
最
近
の
著
作 

（La sociologie historique. Traditions, trajectoires et débats, 
Q
uébec Presses de l'U

niversité de Q
uébec, 2015

） 

で
確
認
で
き

る
。
こ
の
著
作
は
文
献
一
覧
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
派
の
創
始
者
の

著
作
を
ま
っ
た
く
挙
げ
て
い
な
い
。
英
米
圏
で
は
、Ｇ
・
デ
ラ
ン
テ
ィ
と
Ｅ
・

Ｉ
・
イ
シ
ン
編
の
『
要
覧
』（
先
の
註
１
を
参
照
）
で
は
、
第
一
部
が
社

会
歴
史
ア
プ
ロ
ー
チ
の
創
始
者
に
当
て
ら
れ
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
（
第

一
章
）、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
第
二
章
）、
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア

ス
（
第
五
章
）
…
…
と
な
っ
て
い
る
が
、
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が

引
用
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
（
主
に
社
会
学
理
論
に
つ
い
て
の

い
く
つ
か
の
言
及
の
み
）。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
ブ
ラ
ム

ズ
は
没
後
一
九
八
二
年
に
な
っ
て
出
版
さ
れ
た
著
作
（Historical sociology, 

Som
erset, O

pen Books, 1982

）
で
、
工
業
化
時
代
到
来
と
関
連
し
た

社
会
変
容
を
理
解
す
る
う
え
で
『
社
会
分
業
論
』
の
著
者
が
も
た
ら
し
た

貢
献
に
つ
い
て
十
数
頁
を
割
い
て
い
る
。

（
６
） 

多
く
の
文
献
が
あ
る
な
か
で
、
こ
こ
で
はSteven K

alberg, La sociologie 
historique com

parative de M
ax W

eber, Paris, La D
écouverte, 2002 

（1ère édition 1994

）
を
参
照
。

（
７
） 

先
の
註
３
を
参
照
。

（
８
） 

こ
う
し
た
議
論
の
文
脈
を
知
る
に
は
、Robert Leroux, Histoire et sociologie 

en France. De l'histoire-science à la sociologie durkheim
ienne, Paris, PU

F, 
1998

を
参
照
。
ま
た Y

ves D
éloye, Sociologie historique du politique, 

Paris, La D
écouverte, 3èm

e édition, 2007

（
＝
中
野
裕
二
監
訳
、
稲

永
祐
介, 

小
山
晶
子
訳
『
国
民
国
家
構
築
と
正
統
化 : 

政
治
的
な
も
の
の

歴
史
社
会
学
の
た
め
に
』、吉
田
書
店
、二
〇
一
三
年
）
の
第
一
章
も
参
照
。

（
９
） Ém

ile D
urkheim

, Les règles de la m
éthode sociologique, Paris, PU

F, 
1986 

（1ère édition 1895

）, p. 76-77

（
＝
宮
島
喬
訳
『
社
会
学
的
方

法
の
規
準
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
八
年
、
一
六
七
―
一
六
八
頁
）。

（
10
） Ibid., p. 77

（
同
上
、
一
六
八
頁
．）

（
11
） 

こ
の
著
作
で
Ｅ
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
過
去
と
現
在
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
定
式
化
を
行
っ
て
い
る
。「
事
実
、
今
日
の
人
間
、
現
代
の

人
間
と
は
何
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
今
日
の
フ
ラ
ン
ス

人
を
特
徴
づ
け
、
昔
の
フ
ラ
ン
ス
人
と
区
別
す
る
特
徴
の
全
体
を
い
う
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
だ
け
が
今
日
の
人
間
の
す
べ
て
な
の
で
は
な

い
。
何
故
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
各
々
の
中
に
は
、
種
々
の
程
度
に
お
い
て
昨

日
の
人
間
が
存
在
し
て
い
る
。
現
在
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
中
で
形
成
さ

れ
、
そ
の
所
産
で
あ
る
長
い
過
去
に
比
べ
る
と
、
非
常
に
微
弱
な
も
の
で

あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
事
柄
の
成
行
き
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
中
で

支
配
的
地
位
を
占
め
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
昨
日
の
人
間
な
の
で
あ
る
。

た
だ
こ
の
過
去
の
人
間
は
、
わ
れ
わ
れ
の
中
に
深
い
根
を
お
ろ
し
て
い
る
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た
め
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
感
じ
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
過
去
の
人
間

は
、わ
れ
わ
れ
自
身
の
無
意
識
的
部
分
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」（É. 

D
urkheim

, L'évolution pédagogique en France, Paris, PU
F, 1990 

（1ère 
édition 1938

）, p. 18-19.（『
フ
ラ
ン
ス
教
育
思
想
史
』前
掲
書
、三
七
頁
）。

（
12
） C

f. R
obert N

. B
ellah, « D

urkheim
 and history » 

（1959

）, 
reproduit dans R. A

. N
isbet, ed., Em

ile Durkheim
, Prentice H

all, 
Englew

ood Cliffs, 1965.

（
13
） 

統
計
的
手
法
の
利
点
に
か
ん
し
て
『
社
会
学
的
方
法
の
規
準
』
の
著
者
は

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「･･･

統
計
は
、
こ
れ
（
社
会
的
事
実
）
を
分

離
し
て
取
り
出
す
手
段
を
わ
れ
わ
れ
に
提
供
し
て
く
れ
る
の
だ
。
じ
っ
さ

い
、
そ
れ
ら
の
社
会
的
事
実
は
、
出
生
率
、
婚
姻
率
、
自
殺
率
な
ど
、
す

な
わ
ち
婚
姻
、
出
生
、
自
殺
の
年
間
平
均
の
総
数
を
、
結
婚
の
年
齢
に
あ

る
者
、
出
産
の
年
齢
に
あ
る
者
、
お
よ
び
自
殺
し
う
る
年
齢
に
あ
る
者
の

年
間
平
均
総
数
で
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
数
に
よ
り
、
こ
と
の

ほ
か
正
確
に
浮
き
ぼ
り
に
さ
れ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
数
字

の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
例
を
区
別
な
し
に
包
含
し
て

い
る
の
で
、
当
の
現
象
を
惹
起
す
る
の
に
な
ん
ら
か
の
か
か
わ
り
を
も
っ

て
い
る
は
ず
の
個
人
的
な
諸
事
情
は
、
そ
の
な
か
で
は
相
殺
さ
れ
、
し
た

が
っ
て
各
数
字
を
規
定
す
る
こ
と
に
は
あ
ず
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
数

字
の
表
現
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
集
合
精
神
（âm

e collective

）
の

あ
る
一
定
の
状
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（É. D

urkheim
, Les règles

…, op. 
cit., p. 9-10,

強
調
筆
者
）（『
社
会
学
的
方
法
の
規
準
』
前
掲
書
、六
一
頁
）。

（
14
） 

こ
こ
で
は
『
規
準
』（
前
掲
書
）
第
一
章
を
参
照
。

（
15
） Paul F

auconnet &
 M

arcel M
auss, « Sociologie » 

（1901

）, 
reproduit dans M

. M
auss, OEuvres, tom

e 3, Paris, M
inuit, 1969, 

p.159.

（
16
） É. D
urkheim

, Les règles

…, op. cit., p. 143

（『
規
準
』
前
掲
書
、

二
六
七
頁
）。

（
17
） Ibid., p. 127

（
同
上
、
二
四
四
頁
）。

（
18
） C

f. A
nnie Petit, « D

urkheim
 critique de M

ill », dans M
. 

Borlandi &
 L. M

ucchielli, dir., La sociologie et sa m
éthode

…, op.cit., p. 
71-99.

（
19
） Ibid., p. 141

（
同
上
、
二
四
四
頁
）。

（
20
） Ibid., p. 138

（
同
上
、
二
五
九
頁
）。

（
21
） G

eorges D
avy, « L'explication sociologique et le recours 

à l'histoire d'après C
om

te, M
ill et D

urkheim
 », Revue de 

m
étaphysique et de m

orale, juillet-octobre 1949, reproduit dans 
L'hom

m
e, le fait social et le fait politique, M

outon, La H
aye, 1973, p. 347.

（
22
） 

顕
著
な
例
外
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
時
、
Ｅ
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
シ
ャ
ル

ル
・
セ
ニ
ョ
ボ
ス
や
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ヴ
ィ
ッ
ス
を
含
む
大
学
人
と
一
緒

に
な
っ
て
、
愛
国
心
を
表
明
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
戦
争
努
力
へ
の
関
与
を
示

し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
はÉm

ile D
urkheim

 &
 Ernest 

Lavisse, Lettres à tous les Français, Paris, A
rm

and Colin, 1992 （1ère 
édition 1916

）
を
参
照
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