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1

は
じ

め
に

従
来

の
日
本
研
究
の
多
く
は
、
西
洋
社

会
の
歴

史
的
体
験
を
も
と
に
構
築
さ
れ
た
理
論
を
用
い
て

分
析
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
西
洋
と
日

本
と
は
異
な
る
社
会

で
あ
り
、
当
然
の
ご

と
く
そ

の
歴
史
体
験
も
異
な

っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
西
洋

起
源

の
理
論
で
は
重
要
と
な
る
事
象
が
、

日
本

に

は
存
在
す
ら
し
な
い
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
そ
う

し
た
西
洋
的
事
象

の
欠
如

に
基
づ
き

つ
つ
、
か
つ

て
展
開
さ
れ
た
の
が
、
日
本
の
後
進
性
や
封
建
性
、

あ
る
い
は
特
殊
性
を
強
調
す
る
諸
説

で
あ

っ
た
。

し
か
し

一
九
六
〇
年
代
以
降

の
日
本
経
済

の
高
成

長
と
経
済
大
国
化

は
、
西
洋
的
事
象

の
欠
如

に
注

目
す
る

「欠
如
」
論
に
よ
る
説
明
を
不
可
能
な
ら

し
め
た
。
だ
が
、
日
本

の
経
済
的
成
功
を
説
明
す

る
べ
く
六
〇
年
代
後
半
以
降

に
登
場
し
た
多
く

の

日
本
文
化
論
は
、
そ
れ
ま
で

「欠
如
」
論
が
否
定

的

に
評
価
し
て
き
た
、
後
進
性
や
封
建
性
に
よ
っ

て
生
じ
た
日
本
的
特
質
を
、
充
分
な
実
証

に
基
づ

く
こ
と
な
く
、
経
済
的
成
功

の
要
因
と
し
て
肯
定

的

に
捉
え
直
す
と
い
う
問
題
点
を
含
ん
で
い
た
。

つ
ま
り
、
否
定
か
ら
肯
定

へ
と
評
価
を
転
換
し
た

だ
け
で
、
日
本
を
特
殊
な
も

の
と
見
な
す

い
び

つ

な
日
本
理
解
を
、
そ
の
ま
ま
継
承
し
続
け
た
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
従
来

の
日
本
研
究

の
限
界
を
克
服
す

べ
く
、
社
会
学
者
で
あ
り
か

つ
地
域
研
究
者
で
も

　ユ
　

あ
る
本
書

の
編
者
が
、

一
九
九

一
年
以
来
提
唱
し

て
い
る
の
が
、
逆
欠
如
論

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
分

析
の
基
準
を
日
本

に
据
え
る
と
い
う
点
で
は
、
従

来
の
日
本
文
化
論
と
視
点
を
共
有
し
て
い
る
。
だ

が
こ
の
理
論
の
最
も
重
要
な
貢
献
は
、

一
見
、
日

本
の
固
有

の
文
化
と
思
わ
れ
る
事
象
を
、
い
く

つ

か
の
構
成
要
素
に
分
解
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
諸

外
国
に
お
け
る
近
似

の
事
象
と
比
較
検
討
す
る
こ

と
を
可
能
に
し
た
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
比

較
文
化
論
や
比
較
社
会
学
等

の
研
究
者
は
、
日
本

文
化
論
の

一
国
的
閉
鎖
性
を
克
服
し
、
日
本
で
見

ら
れ
る
事
象
を
肯
定
的
、
客
観
的
、
相
対
的

に
理

解
す
る
た
め
の
、

一
つ
の
貴
重
な
方
法
論
を
入
手

し
た
と
言
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

11

概

要

と

コ
メ

ン

ト

本
書
で
は
、
こ
の
逆
欠
如
論

の
手
法
を
用
い
、
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総
勢
十
四
名

の
研
究
者
が
、
近
現
代
の
日
本

の
生

活
文
化

に
つ
い
て
の
検
討
を
行

っ
て
い
る
。

構
成

は
、
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

総
論
1
生
活
文
化
比
較

の
座
標
軸

(園
田
英

弘
)

第
-
部

近
代

の
イ
ン
パ
ク
ト

華
族
は
貴
族
か

底
辺
の
華
族
た
ち

(浅

見
雅
男
)

日
本
建
設
産
業

の
特
質
-
公
共
工
事

市
場

参
入
シ
ス
テ
ム
を
中
心

に

(高
橋
伸
子
)

「歌
俳
」
欄

は
世
界

に
あ

る
か
1
新

聞

に

見
る

「
日
本
」

の
固
有
性

(佐
田
智
子
)

水
虫
-
近
現
代
日
本

の
栄
光
と
そ

の
痕
跡

(眞
嶋
亜
有
)

第
H
部

経
済
成
長
と
生
活
変
容

魚
肉

ソ
ー

セ
ー
ジ
と

日
本

の
肉
食

文
化

(原
田
信
男
)

サ
ツ
カ
　

日

本

蹴

球

文

化

の

変

遷

(
バ

ル
ト

・
ガ

ー

ソ

ス
)

世
界

の
名
門
女
子
大
問
題

(嘉
本
伊
都
子
)

「連

れ
残
業
」
と

「
天
下
り
」
1

日
本

の

職
場
文
化
と
日
本
経
済

の
競
争
力

(引
馬

滋
)

多
品
種
化
す
る
日
本

の
清
涼
飲
料
水

1
日
本
企
業
の
戦
略
と
日
本
人

の
生
活

の

観
点
か
ら

(赤
岡
仁
之
)

第
m
部

現
代
と
娯
楽
文
化

世
界
に
忘
年
会
は
あ
る
か

(園
田
英
弘
)

芸
者
と

ホ

ス
テ

ス
と

日
本

と

(井
上
章

一
)

バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
の
不
易
流
行

(佐
藤

友
美
子
)

ブ

ラ
ソ
ド
志
向

の
比
較
考
現
学

1

「
ル

イ

・
ヴ
ィ
ト
ン
現
象
」
考

(苑
田
知
江
)

世
界

に
花
見
は
あ
る
か
1
逆
欠
如

の
な
か

の
日
本
文
化

(白
幡
洋
三
郎
)

紙
幅

の
関
係
上
、
評
者

の
問
題
関
心
に
基
づ
き
、

興
味
を
惹
か
れ
た
論
文

の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と

を
お
許
し
願
い
た
い
。

冒
頭
に
置
か
れ
た
総
論
で
は
、
逆
欠
如
論

に
つ

い
て
の
編
者
に
よ
る
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。
第

-
部

で
は
、
佐
田
論
文
が
最
も
秀
逸
で
あ

っ
た
。

う
た
は
い

同
論
文

に
よ
れ
ぽ
、
新
聞

に

「歌
俳
」
欄

(短
歌

や
俳
句
な
ど
の
読
者
投
稿
欄
)
が
あ

る
の
は
、
実

は
日
本
だ
け
の
特
徴
で
あ
る
。
欧
米

の
新
聞
で
は
、

詩

の
欄
が
な
い
だ
け
で
は
な
く
、

フ
ラ
ソ
ス
以
外

で
は
小
説
も
文
芸
評
論
も
掲
載
さ
れ
な
い
と
言
う
。

海
外

の
新
聞
で
唯

一
の
例
外
は
ア
ラ
ブ
圏
で
あ
り
、

読
者
意
見
欄
に
、
主
と
し
て
政
治
的
な
主
張
を
持

っ
た
詩
が
掲
載
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
「詩
人

こ
そ
が
部
族
の
魂

で
あ
り
、
代
弁
者
で
あ
り
、
宣

伝
者
で
あ
り
、
記
録
者
で
あ

っ
た
」
(六
八
頁
)、

か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
海
外
と
の
比
較
か
ら
、

朝
日
新
聞
を
は
じ
め
と
し
た
日
本
の
主
要
紙
の
紙

面
を
分
析
す
る
と
、
新
聞

の

一
面
や
代
表
的
な

コ

ラ
ム
に
も
俳
句
や
歌
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。
こ
の
事
象

は
日
本

の
新
聞
の
強

い

情
緒
性
を
表
す
と
同
時

に
、
新
聞
が
読
者

の
情
緒

の
代
弁
者
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
新

聞
の
読
者

で
あ
る
知
識
人
層

の
問
に
、
論
理
重
視

の
欧
米
対
、
情
緒
重
視
の
日
本

・
ア
ラ
ブ
、
と
い

う
構
図
が
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
た
同
論
文

は
、
極
め
て
優
れ
た
比
較
文
化
論
と
言
え
よ
う
。

眞
嶋
論
文
は
、
水
虫
自
体
は
世
界
中

に
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
水
虫
が
国
民
病
化
し
て
い
る
の

が
日
本
だ
け
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
逆
欠
如
論

を
用
い
て
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
点
が
、
見
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事

で
あ
る
。
同
論
文
に
よ
る
と
、
日
本

の
畳
や
洋

室

の
絨
毯
は
、
実
は
水
虫

の
正
体
で
あ
る
白
癬
菌

の
培
養
地
と
な

っ
て
い
る
。
日
本
の
住
居

文
化
で

は
家

に
上
が
る
際

に
は
靴
を
脱
ぐ
が
、
そ
れ
に
よ

り
多
く
の
大
衆

の
足
裏

に
白
癬
菌
が
繰
り
返
し
感

染
し
て
し
ま
う
。
し
か
も
高
度
成
長
期
以
降
は
サ

ラ
リ
ー

マ
ン
層

に
革
靴
と
ナ
イ
ロ
ン
靴
下
を
履
く

習
慣
が
普
及
し
た
た
め
、
感
染
し
た
白
癬

菌
が
悪

化
し
て
深
刻
な
水
虫
に
な

っ
て
し
ま

っ
た

の
で
あ

る
。
海
外
で
は
す
ぐ
に
完
治
す
る
水
虫
が

、
日
本

の
み
で
完
治
し
な
い
の
は
、
菌

の
種
類
が

異
な
る

わ
け
で
は
な
く
、
日
本
独
特

の
住
居
文
化

に
よ
り

繰
り
返
し
菌
に
感
染
し
て
い
た
か
ら
だ

っ
た
の
だ
。

な
お
、
高
度
成
長
期

に
水
虫
が
急
速

に
蔓
延
し
た

理
由
に
は
、
多
汗
を
助
長
す
る
ナ
イ

ロ
ン
靴
下

の

普
及
以
外
に
も
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
長
時
間
労
働

と
そ
れ
に
伴
う
靴

・
靴
下

の
長
時
間
装
着

も
挙
げ

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
の
指
摘

が
な
か

っ
た
の
が
、
唯

一
の
残
念
な
点

で
あ
る
。

第
11
部

で
は
、
原
田
論
文
が
秀
逸
で
あ

る
。
同

論
文
は
、
肉
類

へ
の
抵
抗
が
根
強
か

っ
た
魚
食
文

化
で
あ
る
日
本
に
お
い
て
、
肉
食
文
化
が
普
及
す

る
下
準
備
を
し
た
の
が
、
伝
統
的
な
カ
マ
ボ

コ
製

造
技
術

に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
た
魚
肉
ソ
ー
セ
ー

ジ
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
真
正

ソ
ー

セ
ー
ジ

の
下
級
代
替
財
と
し
て
の
魚
肉

ソ
ー
セ
ー

ジ
の
役
割
は
既
に
終
わ

っ
て
は
い
る
も

の
の
、
魚

肉

ソ
ー
セ
ー
ジ

(及
び

ハ
ム
)
は
高
級
化
す
る
と

共
に
、
真
正

ソ
ー
セ
ー
ジ
よ
り
も
健
康
に
良

い
点

を
武
器

に
、
新
た
な
市
場
を
開
拓
し
始
め
て
い
る

と
言
う
。
肉
類
の
消
費
が
増
加
し
た
今
日
で
も
、

日
本
に
お
け
る
魚
食
文
化

は
ま
だ
ま
だ
根
強

い
の

だ
ろ
う
。
現
代
食
文
化

の
研
究
者
に
と

っ
て
、
必

読

の
論
文
で
あ

る
。

引
馬
論
文
は
、
日
本
企
業

に
お
け
る
サ
ー
ビ

ス

残
業
を

「連
れ
残
業
」
と
捉
え
直
し
、
大
部
屋
で

共
同
作
業
を
す
る
中

で
、
同
僚

へ
の
気
配
り
や
手

助
け

の
結
果
と
し
て
生
じ
て
い
る
、
と
見
な
し
た

点
が
斬
新

で
あ
る
。
日
本
企
業

の
強

い
競
争
力
は
、

大
部
屋
で
働
く
社
員
が
問
題
意
識
と
情
報
を
共
有

化
し
、
さ
ら
に
お
互

い
が
助
け
合
う
こ
と
に
よ

っ

て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、

高
級
官
僚
の
天
下
り
を
肯
定
し
た
部
分
に

つ
い
て

は
、
感
情
が
先
走

っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
、

充
分
な
説
得
力
は
感
じ
ら
れ
な
か

っ
た
。
官
僚

の

天
下
り
を
、
民
間
企
業

に
お
け
る
親
会
社
か
ら
子

会
社

へ
の
出
向
と
同

一
視
し
て
い
る
が
、
公
共
選

択
論
的
視
点
で
は
全
く
別
の
現
象

で
あ
る
。
官
僚

の
民
間
企
業

へ
の
天
下
り
や
接
待
漬
け
は
、
や
は

　
　
　

り
レ
ン
ト

.
シ
ー
キ
ン
グ
の
概
念
で
分
析
す
る
必

要
性
が
あ
る
。

第

m
部
は
、
苑

田
論
文
を
除
い
た
全

て
が
、
人

間
関
係

の
構
築
に
関
わ
る
事
象

に
つ
い
て
検
討
し

た
論
考

で
あ
る
。
園
田
論
文

に
よ
る
と
、
江
戸
時

代
ま
で
の
忘
年
会
は
現
状
の
人
問
関
係
の
維
持
を

目
的
と
し
て
い
た
が
、
身
分
制
度
が
廃
止
さ
れ
た

明
治
以
降

の
近
代
忘
年
会

は
、
新
た
な
人
間
関
係

の
開
拓
を
目
的
と
し
た
。
経
済
成
長

に
伴
い
労
働

人

口
の
多
く
が

サ
ラ
リ
ー

マ
ン
化
し
た
戦
後

に
な

る
と
、
企
業

の
社
内
行
事
と
し
て
普
及
し
た
忘
年

会
は
、
大
衆
忘
年
会
と
呼
び
得
る
も

の
と
な

っ
た
。

企
業
が
経
費
の

一
部
を
負
担
す
る
企
業
忘
年
会

は
、

一
九
七
〇
年
代
ま
で
は
、
企
業
内
部
の
階
層
秩
序

と
、
平
等
主
義
を
内

に
秘

め
た
無
礼
講
と
が
見
事

に
両
立
し
て
お
り
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ

マ
イ

ン
シ
ャ
フ
ト
が
融
合
し
た
日
本
型
企
業
共
同
体
を

維
持

・
強
化
す
る
効
果
が
あ

っ
た
。
さ
ら
に
同
論

文
に
よ
る
と
、
近
年

に
お
い
て
日
本
企
業
が
多
国

籍
化
し
て
世
界

へ
と
拡
大
す
る
の
に
伴
い
、
企
業
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忘
年
会
も
ま
た
世
界

へ
と
拡
大
し
て
い
る
。

し
か

も
そ
の
国
の
伝
統
や
風
習
を
受
け
入
れ
て
柔

軟
に

変
容
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
日
本
人
社
員

と
現
地

人
社
員
と
の
間
の
人
間
関
係

の
強
化
に
、
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
忘
年
会
と
い
う
斬
新
な

視
点
か
ら
日
本
企
業

の
本
質

に
鋭
く
切
り
込
ん
だ

手
法
は
、
敬
服
に
値
し
よ
う
。

忘
年
会
の
分
析
が
、
そ
の
性
格
上
、
主

と
し
て

男
性
間
の
人
間
関
係

に
焦
点
が
絞
ら
れ
た

の
に
対

し
、
男
女
間

の
人
間
関
係
に
視
線
を
向
け
た
の
が

井
上
論
文
で
あ
る
。
芸
者
や
ホ
ス
テ
ス
は
娼
婦
で

は
な
い
が
、
か
と
言

っ
て
良
家
の
子
女
と

い
う
わ

け
で
も
な
い
。
言
わ
ば
そ
の
両
者

の
間
の
グ

レ
ー

ゾ
ー
ン
に
位
置
す
る
職
業
で
あ
る
。
し
か
し
芸
者

に
関
し
て
は
、
時
代
と
共
に
生
活
様
式
の
西
洋
化

が
進
ん
だ
結
果
、
芸
者
あ
そ
び
も
衰
退
し
た
が
、

逆

に
そ
れ
に
よ

っ
て
芸
者

の
芸
能
者
と
し

て
の
地

位
が
強
化
さ
れ
た
。
そ
し
て
現
在
で
は
、
芸
者
は

和
風
文
化
と
伝
統
芸
能

の
貴
重
な
継
承
者
と
し
て
、

自
ら
を
位
置
付
け
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

つ
ま

り
、
豊
か
な
芸
術
文
化

は
、
女
性
を
聖
女

と
悪
女

(娼
婦
)
と

に
二
極
分
化
し
て
把
握
す
る
傾
向

の

強

い
社
会
で
は
生
じ
得
な
い
こ
と
を
、
同
論
文
は

示
唆
し
て
い
る
。
評
者

の
私
見

に
よ
れ
ぽ
、
逆
欠

如
論
を
用
い
て
日
本
の
芸
者
と
芸
術
文
化
と
の
関

係
を
基
準
に
西
洋
を
見
て
も
、
同
様

の
こ
と
が
言

え
る
。
西
洋
で
最
も
豊
か
な
芸
術
文
化

の
花
開

い

た
フ
ラ
ソ
ス
で
は
、
近
代
に
至
る
ま
で
女
性

の
財

産
相
続
権
が
存
在
せ
ず
、
そ
の
上
ド
イ

ッ
の
よ
う

な
長
男

に
よ
る
事
実
上
の
老
母
養
老
義
務
も
な
か

っ
た
た
め
、
夫

に
先
立
た
れ
た

フ
ラ
ソ
ス
女
性
は
、

自
ら
の
生
活

の
た
め
に
常
に
恋
愛
を
し
て
扶
養
能

力

の
あ
る
男
性
を
確
保
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

か

っ
た
。

つ
ま
り

フ
ラ
ソ
ス
女
性
は
、
社
会
制
度

上
の
欠
陥

に
よ
り
貞
操
堅
固
な
聖
女

で
い
る
こ
と

が
で
き
ず
、
生
来
的

に
娼
婦
的
行
動
を
取
ら
ざ
る

　ヨ
　

を
得
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
り

フ
ラ
ン
ス
の
芸
術
文
化
は
、
ド
イ
ッ
や
、
女
性
が

財
産
相
続
権
を
有
す
る
英
国
よ
り
も
、
華
や
か
な

も

の
に
な

っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
『恋　　

　

愛
と
贅
沢
と
資
本
主
義
』
を
著
し
た
ゾ
ソ
パ

ル
ト

に
よ
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
人
富
裕
層

の
間
に
お
け
る

奔
放
な
恋
愛
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
愛
人

に

貢
ぐ
た
め
の
贅
沢
品
の
過
度

の
消
費
こ
そ
が
、

フ

ラ
ソ
ス
の
近
代
化
と
工
業
化
を
ド
イ

ッ
に
先

ん
じ

せ
し
め
た
理
由

の

一
つ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ゾ

ソ

バ
ル
ト

・
テ
ー
ゼ
を
も
視
野
に
含
め
れ
ぽ
、
男
女

間
の
人
間
関
係

に
光
を
当

て
た
井
上
論
文
の
意
義

は
実
に
大
き
い
。

白
幡
論
文
は
、
花
見
を

「群
桜
」
「飲
食
」
「群

衆
」

の
三

つ
の
構
成
要
素
に
分
解
し
て
把
握
し
、

国
内
外

の
事
象
と
比
較
検
討
し
た
も
の
で
あ

る
。

も
と
も
と
日
本

の
花
見
は
、
宮
廷
行
事
と
し
て
の

花
見
と
、
水
田
稲
作
民
に
よ
る
農
耕
儀
礼
と
し
て

の
花
見
と
が
融
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

海
外
で
は
、
草
花
の
観
賞
と
集
団
で
の
飲
食
は
共

存
す
る
こ
と
が
な
く
、
国
内
で
も
王
朝
と
農
耕
形

態

の
異
な
る
沖
縄
で
は
花
見
を
確
認
で
き
な
い
。

だ
が
近
年

で
は
、
ブ

ラ
ジ

ル
に
お
い
て
、
日
系
人

を
中
心
に
花
見
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ

の
花
見
に
は
、
非
日
系
人
も
数
多
く
自
発
的
に
参

加
す
る
よ
う
に
な

っ
て
き

て
い
る
。

つ
ま
り
、
古

代

日
本

の
花
見
は
農
耕
儀
礼
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

閉
鎖
的
な
農
村
共
同
体
内

に
お
け
る
人
間
関
係
を

維
持

・
強
化
す
る
点

に
特
徴
が
あ

っ
た
。
し
か
し

ブ
ラ
ジ
ル
の
花
見
は
そ
れ
と
は
逆

に
、
全
て
の
民

族
や
異
文
化
集
団
を
受
け
入
れ
る
開
放
的
な
人
間

関
係

の
構
築

に
、
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
閉
鎖
的
だ
と
思
わ
れ
が
ち
な
日
本

の
社
会
や
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人
間
関
係

に
、
花
見
と
い
う
視
点
か
ら
接
近
す
る

こ
と
に
よ
り
開
放
性
を
見
出
し
た
点
は
、
ま
さ
に

慧
眼
で
あ
る
。

佐
藤
論
文
は
、
バ

レ
ン
タ
イ

ン
デ
ー
か
ら
人
間

関
係
を
観
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
西
洋
起

源
で
あ

る
バ

レ
ソ
タ
イ
ン
デ
ー
は
世
界
各
国
で
確

認
で
き

る
が
、
女
性
が
男
性
に
プ

レ
ゼ
ン
ト
を
贈

る
の
は
、

日
本
と
、
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
た
韓
国
だ
け
の

特
徴
で
あ

る
。
ま
た
、
義
理
チ

ョ
コ
が
あ

る
の
も
、

日
本
特
有

の
事
象
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
歳
暮

や
中
元
な
ど
の
従
来

の
贈
答
文
化
は
男
性
が
主
体

で
あ

っ
た
た
め
、
企
業
内

で
増
加
し
た
女
性
社
員

は
、
社
内
に
お
け
る
人
間
関
係
を
強
化
す

る
の
に

利
用
で
き
る
、
新

た
な
贈
答
儀
式
を
必
要
と
し
て

い
た
。
企
業
内
を
中
心
に
義
理
チ
ョ
コ
が

八
○
年

代
に
普
及
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
女
性
社
員

の

ニ

ー
ズ
に
パ

レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
が
適
合
し
た
か
ら
で

あ

っ
た
。
近
年
で
は

「友
チ

ョ
コ
」
な
る
も

の
が

生
ま
れ
、
女
性
間
で
の
チ
ョ
コ
の
交
換
が
頻
繁

に

行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
の
も
、
さ
ら

に
は
、

家
庭
内
で
母
と
娘
が

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
手
作
り
す

る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
の
も
、
女
性
が
バ

レ
ン
タ

イ
ン
デ
ー
を
積
極
的
に
人
間
関
係

の
強
化

に
利
用

し

て

い

る

か
ら

で

あ

る
。

な

お

、

同

論

文

は

指

摘

し

て

い
な

い
が

、

近

年

に

お

け

る

社

内

義

理

チ

ョ

コ
の
減

少

は

、

女

性

の
正

社

員

が

減

少

し
、

派

遣

社

員

や

ア

ル
バ

イ

ト
が

増

加

し

た

か

ら

で

は

な

い

か

。苑

田
論

文

に
よ

る

と
、

ル
イ

・
ヴ

ィ

ト

ン

の
全

世

界

で

の
売

り

上

げ

の
三

分

の

一
は

日

本

支

社

に

よ

る

も

の

で
あ

り

、

な

ん

と

、

三
千

万

人

も

の

日

本

人
が

ル

イ

・
ヴ

ィ
ト

ソ
を
持

っ
て

い

る

と

の

こ

と

で
あ

る
。

そ

う

し

た
大

量

需

要

が

発

生

し

て

い

る

要

因

は
、

フ

ァ

ッ

シ

ョ

ン
支

出

額

に

関

し

て

上

・
中

・
下

の

三
層

に
細

分

化

し

た

場

合

、

中

層

女

性

が

自

ら

の

ス
テ

ー

タ

ス

・
シ

ン
ボ

ル
と

し

て
、

ル
イ

・
ヴ

ィ

ト

ン

の
バ

ッ
グ

を

身

に

つ
け

て

い
る

か

ら

で
あ

る

。

同

論

文

は

、

女

性

若

年

層

の

フ

ァ

ッ

シ

ョ

ン
傾

向

を

エ
レ
ガ

ン

ス
派

と

、

ジ

ー

パ

ン

を

主

体

と

し

た

カ
ジ

ュ
ア

ル
派

と

に
細

分

化

し

て

い
る

が

、

こ

こ

で
目

を

引

く

の

は
、

カ

ジ

ュ
ア

ル

派

中

層

女

性

は
、

ヴ

ィ
ト

ン

の
バ

ッ
グ

は

「
ど

ん

な

服

装

に

も

合

う

」

と

考

え

、

「
ジ

ー

パ

ン

に

合

わ

せ
」

て

い

る

点

で

あ

る

(
三

七

〇

頁
)
。

し

か

し
本

来

西

洋

で

は
、

ル
イ

・
ヴ

ィ

ト

ン

の
バ

ッ
グ

は
上

流

階

級

の
年

配

婦

人

が

好

む

も

の
な

の
で

あ

る
。
だ
が
日
本

で
は
、
元
来

ア
メ
リ
カ
の
労
働
者

や
農
民
の
労
働
着

で
あ

っ
た
ジ
ー
パ
ン
と
、
欧
州

の
上
流
階
級
が
持

つ
ヴ

ィ
ト
ン
の
バ

ッ
グ
と
を
同

時
に
身

に
つ
け

て
も
、
そ
れ
に
違
和
感
を
感
じ
て

非
難
す
る
の
は
、
ご
く
少
数

の

「
パ
リ
の
常
識
を

持

つ
日
本
人
」
の
み
で
あ

る

(三
七
八
頁
)。
異

文
化
間

の
交
易
に
お
い
て
、
特
定

の
物
産

の
持

つ

文
化
的
意
味
を
、
購
入
側
が
自
由
に
剥
奪
し
、
新

た
な
文
化
的
意
味
を
付
与
す
る
事
象
は
、
文
化
人

類
学
的
見
地
か
ら
は
、
そ
う
珍
し
い
も
の
で
は
あ

る
ま
い
。
経
済
史
研
究
に
お
い
て
も
、
近
代
の
欧

州
ー

ア
ジ
ア
間

の
貿
易
に
つ
い
て
、
同
様

の
事
象

　
　
　

が
見

て
取
れ
る
。
だ
が
、
先
進
国
ど
う
し
で
あ
る

現
代

の
日
本
と
欧
州
の
間
に
同
様

の
事
象
を
見
出

し
た
こ
と
は
大
変
興
味
深
い
こ
と
で
あ
り
、
同
論

文
の
大
き
な
貢
献
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

本
書
は
第

一
級

の
日
本
研
究
者
が
集
結
し
た
だ

け
あ
り
、
各
論
文
は
み
な
読
み
応
え
の
あ
る
も

の

で
あ

っ
た
。
上
記
で
触
れ
な
か
っ
た
浅
見
論
文
、

高
橋
論
文
、
ガ
ー
ソ
ズ
論
文
、
嘉
本
論
文
、
赤
岡

論
文
も
、
そ
れ
ぞ
れ
社
会
史
、
産
業
史
、
文
化
史
、

社
会
学
、
経
営
学

の
論
考
と
し
て
優
れ
た
も
の
で

あ

っ
た
。
た
だ
惜
し
む
ら
く
は
、
必
ず
し
も
逆
欠
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如
論

の
手
法
を
充
分
に
生
か
し
き
れ
て
い
な
い
論

文
も
、

一
部
に
は
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

例
、兄
ば
、

日
本
の
女
子
大
が
目
指
す
べ
き
理
想
像
が

ア
メ
リ

カ
や
韓
国

の
女
子
大
で
あ
る
と
見
な
す
嘉

本
論
文

は
、
旧
来

の
欠
如
論
を
克
服
し
て
い
る
と

は
言

い

難
い
。
そ
も
そ
も
大
学

に
は
、
就
職
予
備
校
と
結

婚
予
備
校
以
外
の
役
割
も
あ
る
は
ず

で
あ

る
。
人

格
の
向
上
の
場
と
し
て
の
役
割
が
、
そ
れ

で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
集
団
行
動
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
集
団
内

で
の
良
好
な
人
間
関
係
の
構
築
を
重
視
す

る
日
本

の
社
会

で
は
、
名
門
大
や
伝
統
大
の
校
風

に
よ

っ

て
養
成
さ
れ
る
人
格
者
の
方
が
、
高
度
な
職
務
能

力
を
持

つ
帰
国
子
女
に
比
べ
て
、
民
間
企
業
か
ら　　

　

の
需
要
も
遥
か
に
多
く
、
社
会
的
な
評
価

も
高

い
。

逆
欠
如
論

の
視
点
を
よ
り

一
層
徹
底
す
る
の
が
、

今
後

の
課
題

で
あ
ろ
う
。

と
は
言
え
、
多
様
な
テ
ー
マ
に
対
し
、
逆
欠
如

論
と
い
う
新
た
な
手
法
が
極
め
て
大
き
な
効
果
を

持
ち
得

る
こ
と
を
本
書
が
実
証
し
た
の
は
、
確
か

で
あ

る
。
西
洋
起
源
の
理
論

の
応
用
か
ら
脱
皮
し
、

地
域
研
究
に
新
た
な
境
地
を
開
い
た
本
書

は
、
比

較
文
化
論
者
や
比
較
社
会
学
者
の
み
な
ら
ず
、
全

て
の
社
会
科
学
研
究
者

の
必
読

の
書

で
あ

る
こ
と

は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

注(
1
)

園

田
英

弘

「
逆
欠

如
理

論
」

『
教
育

社

会

学
研

究

』

一
九

九

一
年

、

四
十
九

号
。

(
2
)

政

府

が

経

済

活

動

に
規

制

を

加

え

る
時

、

企

業

は
そ

の
規

制

か
ら

逃

れ

る

た

め
、
も

し
く

は

そ

の
規

制

を
自

社

に
有

利

な

形

で
適

用

し

て
も

ら

う

た

め

に
、

規
制

者

で
あ

る
政
治

家

や
官
僚

に
対

し
、

接

待

な

ど

の
利

益

を

供
与

す

る
。

レ

ン
ト

.
シ
ー

キ

ソ
グ

と

は
、

そ

う

し

た

企

業

の
行

動

を

指

す

(詳

し
く

は
、

デ

ニ
ス
C

・
ミ

ュ
ラ

ー
著
、

加
藤

寛

監

訳

『公

共

選

択
論

』
有

斐

閣
、

一
九

九

三
年

、

二

二

八
-

二
四

五
頁

。

ロ
バ

ー

ト

・
ト

リ

ソ

ン
、

ロ
ジ

ャ

ー

・
コ

ン
グ

レ

ト

ン
編

、
加

藤

寛

監

訳

『
レ

ソ
ト

シ
ー
キ

ソ
グ

の
経

済
理

論
』

勁
草

圭
旦
房
、

二
〇

〇

二
年

、

な
ど
)
。

し

た
が

っ
て
、

天
下

り

の

受

け

入

れ
も
、

利
益

供
与

の

一
形
態

で
あ

る
。

(
3
)

離

婚
制

度

の
創

設

や
、

夫

の
妻

に
対

す

る
懲

戒
権

(修

道
院

監
置

な

ど
)

の
廃
止

な

ど

に

よ
り
、

近

代
的

な

側

面

を
有

す

る

と
さ

れ

る

ナ
ポ

レ
オ

ン

法

典

に
お

い

て
も
、

財
産

権

に
関

し

て
は
妻

の
側

が

著

し
く

不

利

で
あ

っ
た
。

な
ぜ

な

ら
、

夫

の
固

有

財

産

(
婚

姻
前

に
取

得
、

も

し

く

は
婚

姻

中

に

相

続

・
贈

与

さ

れ

た

不
動

産
)

に

つ
い

て

は
、
血

族

主
義

の
観

点

か
ら

妻

の
相

続

権

が

否

定

さ

れ

た

の
に
対

し
、

夫

婦

の
共
通

財

産

(
妻

の
持

参
金

を

含

む
全

て

の
動
産

)

に

つ

い
て

は
、
女

性

が

法

的

に
無

能

力

と

さ
れ

た
た

め

(
た

だ

し
例

外

規

定

有

り
)
、

夫
が

管

理

・
処
分

権
を
有

し
て

い
た

か
ら

で

あ

る

(
稲
本

洋

之

助

「
フ
ラ

ン

ス
近

代

の
家

族

と

法
」

家

族

史
研

究

編

集

委

員

会
編

『家

族

史

研

究

第

五
集
』

大

月
書
店

、

一
九

八

二
年
)
。

そ

の
た

め

庶

民
層

で

は
、

な

け

な

し

の
夫

婦

の
共

通
財

産

の

全

て
を
夫

が

愛

人

に
貢

い
だ

た

め

に
、

路

頭

に
迷

う
妻

も

少

な

く

な

か

っ
た

(
詳

し

く

は
、

ジ

ャ

ソ
ーー
ポ

ー

ル

・
ア

ロ

ソ
編

、
片

岡
幸

彦

監

訳

『路

地
裏

の
女
性

史

1
十

九

世

紀

フ
ラ

ソ

ス
女

性

の
栄

光

と

悲
惨

』
新

評
論

、

一
九

八

四
年

、

な

ど
)
。

も

っ
と
も
、

フ
ラ

ソ

ス
の
南

部

は
北
部

と

は
異

な

り
、

ド

イ

ッ
の
よ

う

に
息

子
が

親

と

同

居

す

る

こ
と

が

多

か

っ
た
た

め
、
事

実

上

の
老

母
養

老
義

務

が

あ

っ
た

と
言

え

る
。

欧

州

の
家
族

構

造

に

つ
い

て
、

詳

し
く

は
、
E

・
ト

ッ
ド

著

、
岩

崎

晴

己

訳

『新

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
大

全
』
第

-
巻

、
第

H
巻

、
藤

原

書

店

、

一
九

九

二
、

一
九
九

三
年
。

(
4
)

ヴ

ェ
ル
ナ

ー

・
ゾ

ソ
バ

ル
ト
著

、
金

森

誠

也
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訳

『恋

愛

と
贅

沢

と

資

本

主
義

』

講

談

社
、

二
〇

〇

〇
年

、
な

ど

を

参

照
。

な

お
、

ド

イ

ッ
語

の
初

版

は

一
九

一
二
年

。

(
5
)

川
勝

平

太

『
日
本

文

明

と

近
代

西

洋
』

日
本

放

送
出

版
協

会

、

一
九
九

一
年

、
な

ど
。

(
6
)

経

済

機

構

に
お

い
て
、

西
欧

は
職

能

面

を
優

先

す

る

「
職

能

制
」

の
組
織

で
あ

る

の

に
対

し
、

日
本

で

は
人
格

面

が

優

先

さ

れ

る

「
人

格
制

」

の

組

織

で
あ

る

(
梅
棹

忠

夫

『
近
代

世

界

に
お

け

る

日
本
文

明
ー

比
…較
文

明
学
序

説
』

中
央

公

論
新

社

、

二
〇
〇

〇
年

、

一
〇

三
-

一
〇

四
頁
)
。
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