
 

二
〇
世
紀
の
著
名
な
社
会
学
者
で
あ
る
タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
後
半

生
の
テ
ー
マ
は
、
「
医
療
」
で
し
た
。
医
療
制
度
（
構
造
）
が
あ
り
、
治
療
の

行
為
体
系
（
機
能
）
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
生
命
の
価
値
を
最
大
化
す
る
た
め
の

仕
組
み
で
あ
る
は
ず
。
で
も
、
医
療
の
リ
ア
ル
で
は
、
生
命
の
差
別
化
が
あ
り
、

優
劣
が
あ
り
、
と
き
に
費
用
対
効
果
す
ら
正
当
化
さ
れ
ま
す
。
と
き
に
生
命
と

真
摯
に
向
き
合
う
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
祈
り
と
は
異
な
り
、
そ
の
恩
恵
に
与
る
こ

と
の
で
き
な
い
病
者
の
リ
ア
ル
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
彼
は
後
半
生

を
か
け
て
医
療
の
あ
り
方
を
問
い
か
け
て
い
っ
た
の
で
す
。 

 

臨
床
哲
学
は
、
高
邁
な
学
説
を
紐
解
く
哲
学
か
ら
距
離
を
お
い
て
、
生
ま
れ

く
る
〈
い
の
ち
〉
か
ら
老
い
て
去
り
い
く
〈
い
の
ち
〉
ま
で
、
病
い
や
障
が
い

の
「
と
ら
え
」
を
解
読
す
る
こ
と
に
力
点
が
あ
り
ま
す
。
哲
学
と
は
、
事
柄
の

根
拠
を
問
う
こ
と
。
と
す
れ
ば
、
病
い
や
障
が
い
の
人
間
的
意
味
を
問
う
こ
と

も
ま
た
哲
学
な
の
で
す
。
生
老
病
死
（
し
ょ
う
ろ
う
び
ょ
う
し
。
「
生
」
は
誕

生
）
を
信
仰
に
委
ね
る
こ
と
も
、
医
療
や
福
祉
の
主
題
と
す
る
こ
と
も
、
人
間

的
な
〈
い
の
ち
の
営
み
〉
の
ひ
と
つ
な
の
で
し
ょ
う
。
何
ひ
と
つ
定
型
の
解
答

は
な
く
と
も
、
そ
こ
に
「
語
り
か
け
と
応
答
」
の
無
限
の
つ
な
が
り
を
認
め
る

こ
と
は
で
き
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
が
臨
床
の
も
つ
意
味
な
の
で
す
。 

 

第
三
回
の
学
会
の
記
念
講
演
は
、
『
ケ
ア
の
臨
床
哲
学

 

事
始
め
』
と
題
し

て
、
浜
渦
辰
二
氏
を
お
招
き
し
ま
し
た
。
臨
床
と
い
う
こ
と
ば
は
、
当
事
者
性
、

現
場
性
、
関
係
性
な
ど
を
含
ん
で
い
ま
す
。
氏
は
「
自
分
の
身
の
回
り
の
個
人

的
問
題
へ
、
人
ご
と
で
は
な
い
問
題
へ
向
か
わ
せ
る
」
こ
と
こ
そ
が
そ
の
原
点

で
あ
る
と
語
っ
て
い
ま
す
。
ひ
と
は
独
り
で
生
ま
れ
、
独
り
で
死
ん
で
い
く
の

で
は
な
く
、

｢

ケ
ア
の
反
転
／
相
互
性

｣

の
な
か
に
在
る
の
だ
と
も
。
つ
ま
り
、

｢

私

｣

「
あ
な
た
」
「
わ
れ
わ
れ
」
で
あ
る
こ
と
は
、
生
老
病
死
の
前
で
は
い

つ
も
入
れ
替
わ
り
、
た
え
ず
融
合
し
合
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。
氏
は
そ

れ
を

｢

当
事
者
の
多
次
元
性

｣

と
称
し
て
い
ま
す
。 

 

分
科
会
の
一
つ
は
、
『
意
思
決
定
支
援
』
で
す
。
現
場
に
お
け
る

｢

意
思
決

定

｣

と
は
、
利
用
者
の
変
わ
り
ゆ
く
想
い
を
受
け
と
め
個
別
に
実
現
し
て
い
く

こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
「
わ
か
る
か
」
「
わ
か
り
あ
え
る
か
」
が
問
わ
れ
て
き
ま

す
。
誠
実
に
寄
り
添
お
う
と
す
れ
ば
支
援
者
と
し
て
の
〈
ゆ
ら
ぎ
〉
は
深
ま
っ

て
い
き
ま
す
。
意
思
と
は
自
ら
の
存
在
を
証
明
す
る
入
口
で
あ
り
、
「
意
思
す

る
自
由
」
が
出
口
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
支
援
す
る

と
は
「
共
同
意
思
決
定
」
つ
ま
り
支
援
す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
垣
根
を
越
え
て
、

利
用
者
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
（
し
な
や
か
な
潜
在
力
）
に
対
す
る
「
信
」
に
深
く

根
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

二
つ
め
は
『
就
労
支
援
』
で
し
た
。
テ
ー
マ
は
「
今
の
時
代
・
制
度
に
お
け

る
は
た
ら
く
こ
と
の
支
援
と
は
」
で
す
。
こ
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
そ
の
も
の
が
働
く

こ
と
の
支
援
に
係
る
〈
ゆ
ら
ぎ
〉
を
表
し
て
い
ま
す
。
利
用
者
が
働
く
こ
と
は
、

権
利
擁
護
の
ひ
と
つ
な
の
で
す
が
、

｢

就
労
支
援

｣

と
い
う
制
度
が
却
っ
て
壁

に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
工
賃
向
上
が
施
策
的
な
目
安
と
な
れ
ば
、

必
ず
や
外
発
的
な
圧
力
と
な
り
ま
す
。

｢

過
渡
期
と
し
て
の
Ａ
型

｣

が
こ
れ
を

象
徴
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も

｢

働
か
せ
方

｣

に
抗
し
て
、
利
用
者
の

｢

働
き

た
い
（
な
り
た
い
自
分
）

｣

に
し
っ
か
り
と
手
を
添
え
て
働
き
が
い
を
生
み
出

し
て
い
く
現
場
で
あ
り
た
い
と
願
う
の
は
、
分
科
会
に
通
底
す
る
想
い
で
は
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。 

 

三
つ
は
『
地
域
生
活
支
援
』
で
す
。
作
業
所
の
出
発
点
が
「
地
域
」
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
（
Ｇ
Ｈ
）
の
成
り
立

ち
も
ま
た
地
域
で
す
。
地
域
と
は
、
馴
染
み
の
場
所
で
あ
り
、
互
い
を
認
め
合

う
仲
間
の
存
在
で
あ
り
、
と
き
に
「
終
の
棲
家
」
で
も
あ
る
の
で
す
。
Ｇ
Ｈ
は

地
域
に
あ
れ
ば
こ
そ
意
義
が
あ
る
の
で
す
が
、
ど
こ
か
〈
ゆ
ら
ぎ
〉
を
免
れ
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
利
用
者
を
よ
ろ
ず
受
け
入
れ
る
場
所
で
あ
り
つ
つ
も
、

｢

寄
る
べ
な
さ

｣
｢

頼
り
な
さ

｣

を
い
つ
も
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。 

 

学
会
で
の
結
論
な
き
議
論
が
、
そ
の
ま
ま
現
場
で
の
実
践
に
引
き
継
が
れ
て

深
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
次
回
へ
の
期
待
が
膨
ら
み
ま
す
。 
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