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イ
エ
社
会
論
は
有
効
か

橋
爪
大
三
郎

は

じ

め

に

日
本
人
が
、
自
分
た
ち
の
伝
統
的
な
家
族
の
あ
り
方
と
し
て
、

ま
ず
想
い
起
こ
す
の
は
「
家
」
で
あ
ろ
う
。
最
近
で
こ

そ
意
識
す
る
機
会
も
少
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
冠
婚
葬
祭
の
折
り
節
な
ど
に
は
、

や
は
り
「
家
」
が
生
き
て
い
る
こ
と
を

1992年3月27日発行

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
家
」
抜
き
に
語
れ
な
い
。

「
家
」
は
今
、
伝
統
で
は
あ
っ
て
も
、
不
在
で
あ
る
。
戦
後
社
会
は
、
「
家
」
を
神
棚
か
ら
ひ
き
ず
り
下
ろ
し
、

思
い
知
ら
さ
れ
る
。
。
古
き
よ
き
日
本
。

お

払

、d

」
庁
同
ロ
ヲ
」

J

，-。

し
庁
ホ
叫
V
T
L
T

か
つ
て
「
家
」
の
姿
を
ま
と
っ
て
い
た
家
族
や
人
間
関
係
は
、
戦
後
社
会
の
な
か
で
、
変
容
と
変
貌
を
重

ね
て
い
る
。

「
家
」
に
つ
い
て
抱
く
イ
メ
ー
ジ
を
範
型
と
し
て
、

日
本
の
社
会
を
分
析
し
、
説
明
す
る
議
論
を
、

日
本
人
が

イ
エ
社

岩波書庖

会
論
と
い
う
。
(
こ
こ
で
「
イ
エ
」
と
は
、

わ
れ
わ
れ
の
歴
史
的
体
験
で
あ
る
「
家
」
を
、
人
類
学
、
社
会
学
な
ど
社
会

モ
デ
ル
を
指
す
。
)

イ
エ
社
会
論
は
、

科
学
の
方
法
論
に
よ
っ
て
抽
象
化
し
た
、

日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
明
ら

か
に
し
、
日
本
社
会
の
独
自
性
を
つ
き
と
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
採
ら
れ
る
、
典
型
的
な
議
論
の
ス
タ
イ
ル
の
ひ
と
つ
で

JA 

糸
り
守
〈

ω

。
本
稿
で
は
、
日
本
社
会
を
、
イ
エ
社
会
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
の
是
非
を
考
え
て
み
よ
う
。

イ
エ
は
、
日
本
に
し
か
な
い

「
家
」
を
モ
デ
ル
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
下
敷
き
に
す
れ
ば
、

た
し
か
に
日

本
社
会
独
自
な
側
面
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
一
方
、

か
え
っ
て
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
別
な

側
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
社
会
は
ほ
ん
と
う
に
、

イ
エ
を
か
た
ど
っ
て
出
来
上
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?

1 

イ
エ
社
会
論
の
位
置

イ
エ
社
会
論
が
地
歩
を
得
た
の
は
比
較
的
最
近
、

つ
ま
り
、
こ
の
二
十
年
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
以
前
、

日
本
の

「
家
」
は
主
と
し
て
二
つ
の
学
問
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
い
た
。

ひ
と
つ
は
社
会
学
、
も
う
ひ
と
つ
は
人
類
学
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
学
問
は
、
「
家
」
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
た
だ
ろ
う
か
?

ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
?

ま
た
、
こ
れ
ら
の
学
問
と
そ
の
後
に
登
場
し
た
イ
エ

社
会
論
と
は
、

社
会
学
は
戦
前
か
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
実
地
調
査
を
行
な
い
、

日
本
社
会
に
つ
い
て
の
実
証
的
な
デ

l
タ
を
蓄
積
し
て
き

た
。
そ
の
成
果
が
、
た
と
え
ば
有
賀
喜
左
衛
門
や
中
野
卓
の
業
績
で
あ
る
。
社
会
学
者
は
、
農
村
の
調
査
や
商
家
同
族
団

の
研
究
を
通
じ
て
、
「
家
」
制
度
の
具
体
像
を
あ
ぶ
り
出
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
社
会
学
の
一
般
的
な
概
念
や
用
語
に

よ
っ
て
表
現
し
た
。
農
村
社
会
学
や
家
族
社
会
学
は
今
日
で
も
、
こ
の
枠
組
み
を
ほ
ぽ
踏
襲
し
て
い
る
。

社
会
学
は
、
参
与
観
察
や
統
計
調
査
と
い
っ
た
、
実
証
的
な
手
段
に
よ
っ
て
社
会
に
接
近
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
そ

の
た
め
、
眼
前
の
観
察
可
能
な
「
農
村
」
や
「
家
族
」
か
ら
デ

l
タ
を
蒐
集
す
る
こ
と
に
作
業
の
範
囲
を
限
定
す
る
。

そ
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こ
に
収
ま
ら
な
い
過
去
の
伝
統
的
な
「
家
」

そ
れ
が
日
本
の
産
業
化
や
近
代
化
に
ど
う
い
う
影
響
を
残
し

の
あ
り
方
や
、

た
か
と
い
う
同
時
代
的
な
拡
が
り
ま
で
は
、

な
か
な
か
議
論
し
き
れ
な
い
。

そ
う
い
う
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
問
題
は
、
{
倍

題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
人
類
学
(
文
化
人
類
学
と
か
、
社
会
人
類
学
と
か
い
う
こ
と
も
あ
る
)
は
、
戦
後
、

い
ま
の
べ
た
社
会
学
と
は

別
系
統
の
学
問
と
し
て
出
発
し
た
。

そ
の
う
ち
最
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
機
能
主
義
の
人
類
学
は
、
出
自

2
3
3ロ
門
)
な
ど
、
血
縁
関
係
を
分
析
的
に
記
述

す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
、

そ
の
上
に
社
会
構
造
、
機
能
な
ど
の
概
念
を
組
み
立
て
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
分
析
概
念
が
、

あ
ら
ゆ
る
文
化
・
社
会
に
共
通
す
る
普
通
概
念
で
あ
る
の
が
、
人
類
学
の
特
徴
で
あ
る
。
人
類
学
の
立
場
か
ら
は
、
イ
エ

を
つ
ぎ
の
よ
う
な
親
族
集
団
と
特
徴
づ
け
る
の
が
、

ほ
ぽ
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

ω(結
婚
し
た
)
傍
系
親
族
を
含
ま
な
い
。

ω直
系
の
夫
婦
を
幾
世
代
か
含
む
こ
と
が
で
き
る
。

ω
婿
養
子
や
、
両
養
子
に
よ
る
継
承
が
可
能
で
あ
る
。

親
族
集
団
を
、
核
家
族
の
複
合
と
み
る
場
合
に
は
、
イ
エ
は
「
直
系
家
族
」
の
一
種
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど

も
日
本
の
「
家
」
は
、

い
ま
の
べ
た
親
族
集
団
の
枠
に
と
ど
ま
ら
な
い
社
会
制
度
と
し
て
発
達
し
、
藩
や
さ
ま
ざ
ま
の
経

営
体
と
し
て
、
重
要
な
働
き
を
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
通
常
、
人
類
学
の
視
野
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
。

* 

人
類
学
を
べ

l
ス
に
、
現
時
点
で
の
日
本
社
会
を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
る
試
み
と
し
て
、
中
根
千
枝
の
『
タ
テ
社
会
の
人

間
関
係
』
(
一
九
六
七
年
)
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
企
業
組
織
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
、
日
本
社
会
に
独
特
な
組
織
原
則
を
、

人
類
学
の
ア
イ
デ
ア
を
応
用
し
て
解
明
す
る
も
の
だ
っ
た
。
イ
エ
社
会
論
の
先
駆
と
言
え
る
業
績
だ
が
、
過
去
の
日
本
社

と
い
う
の
は
、
人
類
学
は
ふ
つ

会
も
視
野
に
収
め
よ
う
と
す
る
通
歴
史
的
な
目
配
り
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

う
、
社
会
構
造
(
親
族
の
構
成
原
理
)
は
不
変
で
あ
る
(
も
し
く
は
、

き
わ
め
て
変
化
し
に
く
い
)
と
い
う
仮
説
に
立
っ
て
い

る
こ
と
も
あ
り
、
信
頼
性
の
う
す
い
過
去
の
デ

l
タ
に
あ
ま
り
重
き
を
置
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、

イ
エ
社
会
論
の
も
っ
と
も
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
業
績
は
、
村
上
泰
亮
・
公
文
俊
平
・
佐
藤

誠
三
郎
の

『
文
明
と
し
て
の
イ
エ
社
会
」
(
一
九
七
九
年
)
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
、
方
法
か
ら
言
っ
て
も
、
人
類
学
に
と

ど
ま
ら
ず
、
社
会
学
、
歴
史
学
、

シ
ス
テ
ム
理
論
な
ど
に
ま
た
が
り
、
対
象
か
ら
言
っ
て
も
、
近
世
社
会
は
も
ち
ろ
ん
、

遠
く
日
本
の
古
代
か
ら
有
史
以
前
に
ま
で
さ
か
の
ぽ
る
、
雄
大
な
構
想
を
そ
な
え
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
れ
を
、

イ

エ
社
会
論
の
特
長
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
、
少
し
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。
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2 

『
文
明
と
し
て
の
イ
エ
社
会
」

の
、
論
理
構
造

『文
明
と
し
て
の
イ
エ
社
会
』

の
モ
チ
ー
フ
を
、

ひ
と
口
で
言
う
と
、
か
日
本
社
会
の
歴
史
を
、
固
有
の
組
織
原
則
が

内
在
的
に
展
開
し
て
い
く
過
程
と
し
て
、
完
全
に
再
構
成
す
る
こ
と
H

と
な
る
だ
ろ
う
。

著
者
た
ち
の
大
胆
な
見
解
に
よ
る
と
、
日
本
社
会
の
展
開
過
程
は
二
つ
の
サ
イ
ク
ル
か
ら
な
る

O
J

ひ
と
つ
は
、
「
ウ
ジ

社
会
」
の
サ
イ
ク
ル
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
「
イ
エ
社
会
」
の
サ
イ
ク
ル
。
前
者
は
、
卑
弥
呼
の
時
代
か
ら
、
大
和
朝
廷
政

権
の
成
立
、
律
令
制
の
受
容
を
経
て
、
王
朝
国
家
が
盛
衰
す
る
ま
で
に
ほ
ぼ
対
応
し
、
後
者
は
、
武
家
政
権
の
興
隆
か
ら

日
本
の
近
代
化
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
。
ゆ
る
や
か
な
上
昇
の
カ

l
プ
を
描
い
て
頂
点
に
達
し
た
あ
と
、
再

_0 • 

. 
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び
下
降
し
て
い
く
と
さ
れ
る
こ
の
二
つ
の
サ
イ
ク
ル
が
、

時
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日
本
歴
史
の
大
枠
を
決
定
し
て
お
り
、
現
代
日
本
社
会
も
、

干

'-

68 

の
イ
エ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
の
な
か
に
置
き
直
す
こ
と
で
は
じ
め
て
正
し
く
理
解
で
き
る
と
い
う
の
が
、
著
者
た
ち
の
主
張

。，.。
ナ
れ

* 

ま
ず
、

そ
れ
ぞ
れ
の
サ
イ
ク
ル
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。

こ
の
書
物
の
内
容
を
、
な
る
べ
く
著
者
た
ち
の
イ
エ
社
会
論
に
焦
点
を
し
ぽ
っ
て
、
要
約
し
て
み
よ
う
。

ウ
ジ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
は
、
原
ウ
ジ
↓
原
ウ
ジ
連
合
国
家
↓
大
ウ
ジ
↓
大
ウ
ジ
連
合
国
家
、

だ
と
い
う
。
そ
の
概
略
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

《弥
生
人
は
:
:
:
成
層
ク
ラ
ン
を
核
と
す
る
社
会
組
織
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
を
「
原
ウ
ジ
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
し
た

出
発
点
を
な
し
た
の
は
、

こ
の
成
層
ク
ラ
ン
型
の
核
主
体
で
あ
っ
た
と
考
え
、

い
》
(
一
九
四
頁
)
。
こ
こ
で
核
主
体
と
い
う
の
は
、

《新
た
な
発
展
の
出
発
点
と
し
て
の
可
能
性
を
秘
め
た
自
立
的
な
集

団
》
(
七
七
頁
)
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
、

の
順
に
発
展
し
て
い
く
の

ウ
ジ
社
会
の

《
お
そ
ら
く
:
:
:
元
来
は
複
数
個
の
原
ウ
ジ
で
あ
っ
た
も
の
が
征
服
!
被
征

服
の
関
係
を
通
じ
て
重
閥
的
に
結
合
》
し
た
集
団
が
生
ま
れ
て
く
る
。
《
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
「
大
，ウ
ジ
」
と
呼
び
た
い
》

で
あ
っ
た
ど
ニ

O
一頁)。

ご
九
九
頁
)
。
五
世
紀
ご
ろ
の
大
和
朝
廷
は

《大
ウ
ジ
の
複
合
型
連
合
国
家
と
で
も
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
性
格
の
も
の

そ
の
過

こ
れ
が
主
と
し
て
外
圧
を
契
機
に
、
統
一
的
な
律
令
国
家
へ
と
転
態
し
て
い
く
が
、

程
で
大
ウ
ジ
も
解
体
・
変
質
し
て
い
く
。

《大
ウ
ジ
の
解
体
後
に
出
現
し
て
く
る
:
:
:
血
縁
集
団
の
こ
と
を
「
準
ウ
ジ
」

と
総
称
し
て
お
き
た
い
〉
(
二

O
九
頁
)
。

い
っ
ぽ
う
イ
エ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
も
、

ウ
ジ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
の
場
合
と
似
た
よ
う
な
過
程
を
た
ど
っ
て
、
原
イ
エ
↓

、一

‘" 
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7 

大
化
改
新

陪
・
唐
帝
国
の

イ
ン
パ
ク
ト

大
ウ
ジ
連
合
国
家

5 

倭
の
諸
王
朝

大
王
ウ
ジ
、
物
部
ウ
ジ
な
ど

邪
馬
台
固
な
ど

弥
生
人

世紀

事

王

要

砕
す

イ

ク

lレ

サ

A 

原
イ
エ
連
合
国
家
↓
大
イ
エ
↓
大
イ

エ
連
合
国
家
、

の
順
に
発
展
し
て
い

く
と
い
う
。

核
主
体
と
し
て
最
初
に
存
在
し
た

の
は
、
関
東
の
武
士
団
、
す
な
わ
ち

《東
国
型
の
開
発
領
主
を
中
心
と
す

る
自
己
永
続
的
な
集
団
》
だ
っ
た
。

こ
れ
を
、

ウ
ジ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
と

は
違
っ
た

《新
し
い
核
主
体
と
み
な

し

「
原
イ
エ
」
と
名
づ
け
》
る
(

O
二
頁
)
。
原
イ
エ
は
さ
ら
に
、
鎌

倉
期
の
、
惣
領
制
の
よ
う
な

《同
族

団
構
造
を
内
に
含
ん
で
い
る
原
イ

エ
》
(三

O
九
頁
)
、
す
な
わ
ち
「
初

期
原
イ
エ
」
と
、
室
町
期
の

《嫡
子

相
続
お
よ
び
一
円
領
支
配
の
形
式
を

備
え
る
に
い
た
っ
た
段
階
で
の
原
イ

エ
》
(
三
二
八
頁
)
、
す
な
わ
ち
「
後
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期
原
イ
エ
」
に
区
別
さ
れ
る
。
後
期
原
イ
エ
は
、
国
人
一
撲
の
よ
う
に
「
一
撲
型
拡
大
」
を
と
げ
る
か
、
あ
る
い
怯
、
戦

国
大
名
の
よ
う
な
「
倣
い
拡
大
」
を
と
げ
る
。

《倣
い
拡
大
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
後
期
原
イ
エ
の
上
位
主
体
の
こ
と
を

-
「
大
イ
エ
」
と
総
称
す
る
》
(
三
三

O
頁)。

著
者
た
ち
の
理
解
で
は
、
《
イ
エ
は
、

具
体
的
な
集
団
と
い
う
よ
り
も
、
通
時
代
的
な
ひ
と
つ
の
集
団
形
成
原
則
》
で

・

そ
れ
は
〈
四
つ
の
基
本
的
性
格
か
ら
な
っ
て
い
る
》
(
一
二
三
頁
)
。
す
な
わ
ち
、

《

ω超
血
縁
性
、

ω系
譜
性
、

ω

機
能
的
階
統
制
、

ω自
立
性
》
(
二
二
四
頁
)
の
四
つ
だ
。
こ
う
し
た
原
則
が
、
あ
る
主
体
に
対
す
る
上
位
主
体
を
創
出
す

あ
り
、

る
際
に
、
反
復
し
て
適
用
さ
れ
る
の
が
、
倣
い
拡
大
で
あ
る
。
倣
い
拡
大
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

と
こ
ろ
で
、

ウ
ジ
社
会
/
イ
エ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
は
、
完
全
に
分
離
し
て
い
る
の
で
な
く
、

一
部
が
重
な
り
あ
っ
て
い

る
。
具
体
的
に
言
う
と
、
前
者
は
一
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
ま
で
、
後
者
は
十
一
世
紀
か
ら
現
代
(
以
降
)
ま
で
と
さ
れ
て
お

り
、
中
間
の
五
百
年
間
で
、
両
者
は
重
な
っ
て
い
る
(
前
頁
図
参
照
)
。
重
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
ま
り
大
き
い
と
、
両
者

は
別
の
サ
イ
ク
ル
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
ま
れ
で
も
不
思
議
は
な
い
が
、
重
要
な
の
は
、

日
本
の
歴
史
が
連
続

し
た
も
の
で
な
く
、
二
つ
の
サ
イ
ク
ル
か
ら
な
る
と
著
者
た
ち
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
だ
。
現
代
の
日
本
社
会
は
、

そ
の

う
ち
イ
エ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
に
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、

そ
の
組
織
原
則
は
、

ウ
ジ
社
会
の
原
則
や
(
古
代
の
)
天
皇
制
と
直
接

関
連
を
た
ど
れ
な
い
と
考
え
る
べ
き
だ
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
『
文
明
と
し
て
の
イ
エ
社
会
』

か
ら
導
け
る
、

重
要
な
結
論
の
ひ
と
つ
だ
。

* 

ウ
ジ
社
会
/
イ
エ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
は
、

そ
れ
ぞ
れ
ど
う
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
く
の
か
?

イ
エ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
を
見
て
み
る
と
、

ま
ず
気
が
つ
く
の
は
、
原
イ
工
、
大
イ
エ
な
ど
が
、
歴
史
学
上
の
概
念
と
き

れ
い
に
対
応
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

原
イ
エ
/
武
士
団
(
開
発
領
主
)

初
期
原
イ
エ
/
同
族
武
士
団

後
期
原
イ
エ
/
一
円
支
配
領
主

大
イ
エ
/
大
名
の
イ
エ

前
大
イ
エ
/
守
護
大
名

初
期
大
イ
エ
/
戦
国
大
名

小
イ
エ
/
家
臣
日
武
士
の
イ
エ

後
期
大
イ
エ
/
信
長

i
近
世
大
名
の
イ
エ

疑
似
小
イ
エ
/
明
治
民
法
下
の
家
族

こ
う
し
た
イ
エ
は
、

そ
の
ど
れ
も
が
「
主
体
」

l
l
l
《自
ら
の
目
的
の
た
め
に
適
切
な
行
為
を
一
貫
し
て
選
択
し
て
い

る
と
み
な
し
う
る
存
在
》
(
三
二
頁
)
ー
ー
で
あ
る
。
主
体
が
集
ま
っ
た
も
の
が
「
社
会
シ
ス
テ
ム
」
だ
が
、

《社
会
シ
ス
テ

ム
の
う
ち
で
も
、

と
く
に
そ
れ
自
体
が
一
個
の
主
体
と
も
み
な
せ
る
も
の
を
、
「
複
合
主
体
」
と
呼
ぶ
》
(
二
五
七
頁
)
。
複

合
主
体
は
、

そ
の
要
素
で
あ
る
「
下
位
主
体
」
の
う
え
に
立
つ
「
上
位
主
体
」
だ
と
言
え
る
か
ら
、
大
イ
エ
と
は
、
原
イ

エ
が
集
ま
っ
て
で
き
た
複
合
主
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

下
位
主
体
は
さ
ら
に
、
上
位
主
体
へ
の
依
存
の
度
合
い
に
応
じ
て
、
上
位
主
体
か
ら
自
由
に
脱
退
で
き
る
「
可
換
体
」
、

上
位
主
体
と
の
関
係
で
し
か
存
続
で
き
な
い

「
通
過
体
」
、
上
位
主
体
の
聞
を
自
由
に
移
動
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

依

存
体
」
、

に
区
分
で
き
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
近
世
武
士
の
イ
エ
(
小
イ
エ
)
は
、
大
イ
エ
の
依
存
体
で
あ
る
、
等
々
。

著
者
た
ち
の
説
明
に
よ
る
と
、
初
期
の
段
階
の
イ
エ
が
上
位
主
体
を
作
り
出
し
、
ま
た
互
い
の
結
び
つ
き
を
徐
々
に
変

化
さ
せ
て
い
く
歴
史
的
な
プ
ロ
セ
ス
は
、
〈

ω社
会
シ
ス
テ
ム
の
物
化
傾
向
、

ω社
会
シ
ス
テ
ム
の
倣
い
拡
大
(
な
い
し
倣

I ~. 
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い
縮
小
)
傾
向
〉
(
二
六
二
頁
)
の
二
つ
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
物
化
と
は
、

《
一
連
の
認
識
プ
ロ
セ
ス
の
進
展
お
よ
び

そ
れ
に
対
応
し
て
生
ず
る
社
会
シ
ス
テ
ム
の

「
実
在
性
」

の
増
大
過
程
の
こ
と
》
(
二
六
三
頁
)
。
平
た
く
言
う
と
、
た
と

え
ば
、
原
イ
エ
の
上
位
に
い
つ
の
ま
に
か
大
イ
エ
が
存
在
し
始
め
る
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
。
物
化
が
進
め
ば
、

そ
の

要
素
は
、
可
換
体
↓
通
過
体
↓
依
存
体
と
な
っ
て
、
上
位
主
体
の
課
す
特
定
の
機
能
を
果
た
す
だ
け
の
存
在
に
変
化
し
て

い
く
。

い
っ
ぽ
う
倣
い
拡
大
と
は
、

《
新
た
に
形
成
さ
れ
る
上
位
主
体
が
、

そ
の
下
位
主
体
自
身
の
組
織
原
則
を
そ
の
ま

ま
拡
大
適
用
し
て
い
る
場
合
〉
(
二
七
四
頁
)
、

た
と
え
ば
、
多
く
の
イ
エ
を
統
括
す
る
上
位
主
体
も
や
は
り
イ
エ
で
あ
る
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
。

こ
う
し
た
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
著
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、

ウ
ジ
社
会
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

ウ
ジ
社

会
に
つ
い
て
は
、
も
と
に
な
る
デ
ー
タ
が
イ
エ
社
会
に
比
べ
て
あ
い
ま
い
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
ウ
ジ
社
会
の
サ
イ
ク

ル
は
、
イ
エ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
か
ら
の
類
推
に
も
と
づ
い
て
想
定
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

* 

以
上
の
議
論
の
論
理
的
骨
格
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

「
文
明
と
し
て
の
イ
エ
社
会
」
は
、

ウ
ジ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
/
イ
エ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
の
発
展
を
、

そ
れ
ぞ
れ

ω集
団
と
社
会
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
般
理
論

ω
日
本
社
会
の
内
部
で
固
有
に
働
く
力
学

ω偶
然
的
な
外
的
要
因

の
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
、
説
明
す
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

ωの
外
的
要
因
と
し
て
は
、
古
代
中
華
帝
国
の
イ
ン
パ
ク
ト
、

近
代
西
欧
文
明
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
、

そ
れ
ぞ
れ
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
こ
れ
ら
の
役
割
は
副
次
的

だ
。
著
者
た
ち
の
努
力
は
も
っ
ぱ
ら
、

ωiω
を
組
み
合
わ
せ
て
、
日
本
の
歴
史
を
、
内
在
的
な
社
会
発
展
の
プ
ロ
ゼ
ス

と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

ωの
、
日
本
社
会
に
固
有
の
力
学
に
は
、
ウ
ジ
社
会
の
組
織
原
則
、

が
中
世
を
境
に
切
り
替
わ
っ
た
と
み
る
著
者
た
ち
は
、

イ
エ
社
会
の
組
織
原
則
の
二
種
類
が
あ
る
。
こ
れ

二
つ
の
別
個
の
サ
イ
ク
ル
の
存
在
を
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
。
日

本
の
近
代
は
こ
の
う
ち
、
イ
エ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
に
位
置
す
る
の
で
、

イ
エ
社
会
の
組
織
原
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
理

解
さ
れ
て
い
る
。

著
者
た
ち
の
イ
エ
社
会
論
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、

イ
エ
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
や
、

そ
の
歴
史
的
な
変
遷
を
、
も
っ
ぱ

ら
社
会
シ
ス
テ
ム
(
自
己
組
織
シ
ス
テ
ム
)
の
内
在
的
・
自
律
的
な
論
理
に
も
と
づ
い
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。

組
織
原
則
を
重
視
す
る
イ
エ
社
会
論
は
、
所
有
形
態
(
経
済
)
や
統
治
形
態
(
政
治
)
に
も
と
づ
い
て
時
代
区
分
を
行
な
っ
て

き
た
こ
れ
ま
で
の
歴
史
学
と
は
、

ひ
と
味
ち
が
っ
た
日
本
社
会
の
像
を
提
示
す
る
。
物
化
傾
向
や
倣
い
拡
大
の
傾
向
は
、

社
会
の
内
部
で
自
生
的
に
生
じ
る
変
化
で
あ
る
か
ら
、
イ
エ
社
会
論
は
、
外
的
要
因
の
た
す
け
を
借
り
な
い
、

い
わ
ば

「
文
脈
自
由

(8ロ
宮
丘
町

50)
」
な
説
明
原
理
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
説
明
原
理
は
、
日
本
社
会
の
歴
史
的
な
変
遷
や
組
織
の
特
徴
を
、
う
ま
く
解
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
?

『
文
明
と
し
て
の
イ
エ
社
会
』
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
歴
史
的
な
デ

l
タ
に
合
わ
せ
て
一
連
の
イ
エ
概
念
を
組
み
立

て
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
現
実
と
か
な
り
よ
く
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
原
イ
之
が
大
イ
エ
に
発
展

し
、
大
イ
エ
が
江
戸
幕
藩
制
を
経
過
し
て
、
近
代
日
本
を
む
か
え
る
と
い
う
日
本
史
の
道
す
じ
が
、
首
尾
一
貫
し
た
論
理

で
説
明
さ
れ
て
い
る
か
は
、

よ
く
検
討
し
な
い
と
何
と
も
言
え
な
い
。
次
節
で
は
、

こ
れ
を
考
え
て
み
よ
う
。

11" 
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権
力
の
効
果
と
し
て
の
、

イ
エ

わ
れ
わ
れ
が
ふ
つ
う
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
家
」
は
、
江
戸
時
代
の
武
士
階
級
の
家
(
小
イ
エ
)
で
あ
る
。
幕
藩
制
の
も
と

で
、
イ
エ
型
の
組
織
原
則
が
、
あ
る
典
型
的
な
現
れ
か
た
を
し
た
。

こ
こ
で
根
本
的
に
疑
問
に
な
る
の
は
、
幕
藩
制
下
の
家
が
、
著
者
た
ち
の
い
う
イ
エ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
の
な
か
で
、
自

扶川に、

い
わ
ば
ノ
ー
マ
ル
な
形
象
と
し
て
、
現
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
だ
。

藩
主
に
仕
え
る
各
小
イ
エ
の
あ
り
方
や
、
藩
の
経
営
体
と
し
て
の
あ
り
方
が
、
明
治
維
新
以
後
の
日
本
の
近
代
企
業
の

と
イ
エ
社
会
論
は
い
う
(
い
わ
ゆ
る
中
間
集
団
論
)
。
こ
れ
は
、
妥
当
な
指
摘
で
あ
ろ

組
織
原
則
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
、

う
。
の
ち
の
ち
企
業
組
織
が
機
能
す
る
た
め
の
社
会
的
条
件
が
、
藩
を
経
営
す
る
武
士
層
の
行
動
倫
理
の
な
か
で
準
備
さ

れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
も
思
う
。
け
れ
ど
も
、
幕
藩
制
下
の
家
を
特
徴
づ
け
る
組
織
原
則
は
、
江
戸
時
代
よ
り
も
っ

と
前
、
イ
エ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
が
始
ま
っ
た
最
初
か
ら
働
い
て
い
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。

イ
エ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
に
は
、
明
ら
か
に
二
つ
の
局
面
(
フ
ェ
イ
ズ
)
が
区
別
で
き
る
と
思
う
。
前
半
は
、
鎌
倉
時
代
の

武
士
団
の
形
成
に
は
じ
ま
り
、
元
和
偲
武
(
戦
国
時
代
の
終
了
)
ま
で
。
後
半
は
、
江
戸
時
代
。
こ
れ
を
、
組
織
が
ど
ん
ど

ん
拡
大
し
う
る
時
期
/
組
織
が
こ
れ
以
上
の
拡
大
を
許
さ
れ
な
く
な
っ
て
固
定
さ
れ
た
時
期
、

の
別
だ
と
理
解
し
て
も
い

い
だ
ろ
.
う
。

武
士
団
と
は
す
な
わ
ち
、
戦
闘
集
団
で
あ
り
、
所
領
を
活
動
の
基
盤
に
し
て
い
る
。
戦
闘
に
勝
利
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

所
領
を
拡
張
し
、
組
織
を
拡
大
す
る
の
が
本
来
の
姿
だ
。
戦
闘
に
勝
た
な
け
れ
ば
、
相
手
の
所
領
は
自
分
の
も
の
に
な
ら

治、、
A
n
v

-
T
U
M
T
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つ
ま
り
、
こ
の
時
期
の
イ
エ
組
織
は
イ
エ
の
か
外
部
。
を
必
要
と
す
る
。
源
氏
一
門
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
平
家
で

あ
っ
た
し
、
戦
国
大
名
に
と
っ
て
は
、
互
い
が
そ
う
だ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸
幕
府
の
成
立
と
と
も
に
、

そ
の
前
提
が

く
つ
が
え
っ
て
し
ま
う
。
江
戸
幕
藩
制
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
戦
略
は
、
「
移
動
の
禁
止
」
だ
っ
た
。
身
分
、
居
住
地
、

経
済
規
模
な
ど
を
固
定
化
し
、
人
び
と
を
、
境
界
の
変
更
を
禁
じ
ら
れ
た
セ
ル
(
小
胞
)
の
な
か
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
で
あ

っ
た
。こ

う
い
う
か
監
禁
の
構
造
。
を
、
非
常
に
広
い
意
味
で
の
、
権
力
の
発
動
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
新
し
い
権
力

が
発
動
す
る
以
前
と
以
後
(
イ
エ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
の
前
半
と
後
半
)
で
は
、
権
力
の
あ
り
方
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、

さ
き
ほ
ど
の
根
本
的
な
疑
問
を
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
も
い
い
|
|
イ
エ
型
の
組
織
原
則
(
な
い
し

行
動
原
則
)
は
、
以
上
の
よ
う
な
新
し
い
権
力
の
恒
常
的
な
効
果
が
な
け
れ
ば
、
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
?

* 

江
戸
幕
府
の
権
力
は
、
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
い
た
戦
国
時
代
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
理
解
で
き
る
。

戦
国
大
名
(
大
イ
エ
)
は
、
所
領
の
一
円
支
配
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
大
イ
エ
同
士
は
排
他
的
に
対
立
し
あ

う
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
が
戦
乱
を
帰
結
し
た
わ
け
だ
が
、

そ
の
戦
乱
を
最
終
的
に
停
止
す
る
技
術
と
し
て
、
幕
藩
制
は
編

み
出
さ
れ
た
。
幕
藩
制
の
技
術
は
、
戦
乱
を
抑
止
す
る
に
十
分
な
力
を
苅
っ
た
作
用
、
す
な
わ
ち
権
力
の
技
術
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
技
術
が
、

イ
エ
的
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
、
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。

た
と
え
ば
イ
エ
社
会
論
は
、
大
名
を
主
君
と
す
る
藩
の
構
造
を
、
イ
エ
の
重
層
(
倣
い
拡
大
)
と
考
え
る
。
し
か
し
、
大

恐 喝幅』
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名
(
主
君
)
と
武
士
(
家
臣
)
と
の
関
係
は
、

イ
エ
的
な
行
動
原
則
に
も
と
づ
く
の
だ
ろ
う
か
?

主
君
の
家
も
、
家
臣
の
家
も
、
た
し
か
に
同
等
の
「
家
」
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
苗
字
や
紋
ど
こ
ろ
を
も
ち
、
「
家
」

と
し
て
代
々
存
続
し
て
い
く
。

い
っ
ぽ
う
藩
は
、
主
君
の
「
家
」
と
、

そ
の
ま
ま
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
ち
ょ
う
ど
商

家
の
場
合
に
「
奥
」
(
家
の
私
的
な
部
分
)
と
、
経
営
体
と
し
て
の
公
的
な
部
分
と
が
分
離
し
て
い
る
よ
う
に
、
主
君
の

「
家
」
と
公
的
組
織
と
し
て
の
藩
と
も
、
分
離
し
て
い
る
。
藩
は
、
主
君
の
「
家
」
と
家
臣
の
「
家
」
と
が
出
会
う
、
特

別
の
枠
組
み
(
固
定
さ
れ
た
社
会
的
文
脈
)
を
与
え
る
も
の
な
の
だ
。

藩
の
政
治
的
な
現
況
(
隣
国
と
の
境
界
、
石
高
、
城
の
数
と
規
模
、
兵
員
数
、
武
器
の
量
と
質
、
:
:
:
)
を
固
定
し
た
の

は
、
藩
の
外
か
ら
働
く
力
で
あ
る
。
こ
の
固
定
さ
れ
た
文
脈
に
、
各
「
家
」
は
適
応
し
、

そ
の
文
脈
を
再
生
産
し
て
い
く

ょ
う
強
い
ら
れ
た
。
藩
主
の
「
家
」
は
代
々
藩
主
を
輩
出
し
続
け
、
家
老
、
:
:
:
、
足
軽
の
「
家
」
も
ま
た
代
々
、

そ
の

地
位
と
禄
高
を
世
襲
し
て
い
く
よ
う
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
(
も
ち
ろ
ん
、
若
干
の
例
外
は
あ
る
)
。
そ
の
も
と
で
、
各

「
家
」
は
当
然
変
質
を
強
い
ら
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
も
と
も
と
丸
か
っ
た
シ
ャ
ボ
ン
玉
が
、

同
く
つ
も
集
ま
る
こ
と
で
多

面
体
に
変
形
す
る
よ
う
に
、
「
家
」
も
幕
落
制
の
固
定
し
た
社
会
的
文
脈
の
な
か
で
、

そ
の
形
態
や
機
能
を
変
質
さ
せ
る

の
で
あ
る
。

そ
の
変
質
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
今
日
の
わ
れ
わ
れ
は
、
変
質
す
る
以
前
の
戦
国
期
(
ま
で
)
の
「
家
」
に
つ
い

て
、
明
確
な
知
識
や
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

諸
大
名
(
大
イ
エ
)
の
勢
力
バ
ラ
ン
ス
(
均
衡
解
)
を
、
現
状
の
ま
ま
に
固
定
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
、
幕
藩
制
が
与
え
る
秩

序
の
本
質
で
あ
る
。
幕
藩
制
の
与
え
る
社
会
的
文
脈
の
な
か
で
、
武
士
集
団
の
「
家
」
は
、

そ
の
組
織
原
則
や
行
動
原
則

を
変
化
さ
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
戦
闘
集
団
が
、

そ
の
本
来
の
任
務
で
あ
る
戦
闘
を
禁
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
仕
方
な

し
に
武
士
は
、
儒
学
を
素
養
と
す
る
、
藩
の
行
政
官
僚
に
転
じ
て
い
っ
た
。

幕
藩
制
の
権
力
構
造
と
、
そ
れ
が
「
家
」
に
与
え
る
効
果
に
つ
い
て
、
イ
エ
社
会
論
は
あ
ま
り
に
無
自
覚
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

* 

上
は
幕
府
の
行
政
機
構
か
ら
、
下
は
農
村
、
町
内
の
家
々
に
い
た
る
ま
で
、
江
戸
の
幕
藩
制
は
残
ら
ず
イ
エ
を
規
準
と

す
る
社
会
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
明
治
以
後
の
近
代
化
に
と
も
な
い
、
徐
々
に
そ
れ
を
離
脱
し
て
い
く
。
西
欧
の
形
態
を
模

し
た
国
家
機
構
。
代
々
受
け
継
い
で
き
た
家
業
の
基
盤
を
失
な
っ
て
、
ば
ら
ば
ら
な
近
代
家
族
に
な
り
下
が
っ
て
ゆ
く

家
々
。
た
だ
企
業
や
官
庁
組
織
の
よ
う
な
中
間
集
団
だ
け
が
、

か
つ
て
の
イ
エ
社
会
的
な
行
動
原
則
を
比
較
的
よ
く
保
存

し
て
い
る
。

l
lこ
の
よ
ヨ
な
著
者
た
ち
の
指
摘
に
は
、
う
な
ず
け
る
と
こ
ろ
も
多
い
。

た
し
か
に
、
幕
藩
制
が
培
っ
た
多
く
の
行
動
様
式
が
、
今
日
の
日
本
企
業
に
受
け
継
が
れ
、
典
型
的
な
日
本
人
の
性

格
・
行
動
類
型
を
か
た
ち
づ
く
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
行
動
様
式
が
、
戦
国
期
や
室
町
時
代
、

つ
ま
り
イ
エ
社
会

の
サ
イ
ク
ル
の
前
期
と
さ
れ
る
時
期
に
ま
で
遡
っ
て
見
出
さ
れ
る
と
い
う
証
拠
は
、

ど
こ
に
も
な
い
。
や
は
り
幕
藩
制
の

成
立
に
、

か
な
り
は
っ
き
り
し
た
断
絶
が
あ
り
、

そ
の
後
か
ら
、
た
と
え
ば
家
元
制
の
よ
う
な
、
わ
れ
わ
れ
が
イ
エ
的
な

も
の
と
し
て
よ
く
知
っ
て
い
る
よ
う
な
形
態
が
出
現
し
始
め
て
い
る
(
西
山
〔
一
九
八
二
〕
ほ
か
を
参
照
)
。

も
う
ひ
と
つ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
幕
藩
制
の
権
力
構
造
と
、
明
治
近
代
の
そ
れ
と
が
根
本
的
に
異
質
で
あ

り
、
断
絶
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
幕
藩
制
の
権
力
が
与
え
る
効
果
は
、
公
共
性
と
私
性
を
未
分
離
の
ま
ま

に
放
置
し
て
い
る
。

藩
が
イ
エ
と
し
て
機
能
す
る
場
合
、
中
心
に
な
る
の
は
、
主
君
と
家
臣
と
の
忠
誠
関
係
(
二
者
関
係
)
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
こ
者
関
係
を
そ
の
外
か
ら
問
題
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
広
汎
な
議
論
の
場
が
存
在
す
れ
ば
、

そ
れ
は
公
共
的
な
関 tR 
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係
に
転
化
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
主
従
の
関
係
は
原
則
的
に
二
者
だ
け
の
問
題
で
あ
っ
て
、
た
て
ま
い
え
上

そ
れ
以
外
の
人
聞
が
そ
の
関
係
の
あ
り
方
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

社
会
関
係
の
す
べ
て
を
大
小
の
イ
エ
で
被
覆
す
る
幕
藩
制
の
戦
略
は
、
他
者
同
士
が
出
会
う
可
能
性
を
慎
重
に
排
除
す

る
。
ひ
と
が
ど
の
イ
エ
に
所
属
す
る
か
は
選
択
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
び
と
が
選
択
的
に
社
会
関
係
を
作
り
あ
げ

て
い
く
こ
と
(
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
)
も
存
在
で
き
な
い
。
村
落
の
な
か
で
、
町
内
に
お
い
て
、
:
:
:
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
お

い
て
、
異
な
る
村
落
、
異
な
る
藩
の
人
び
と
の
横
断
的
な
社
会
関
係
そ
れ
自
体
が
危
険
視
さ
れ
る
。
切
支
丹
や
一
向
宗
の

禁
圧
も
、
こ
の
戦
略
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
。
人
と
人
が
出
会
う
社
会
的
文
脈
を
き
ち
ん
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
、

こ
の
戦
略
の
根
本
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
現
実
に
関
係
を
結
ぶ
こ
と
の
で
き
る
相
手
の
範
囲
を
、
既
知
の
関
係
の
内
部
に

限
定
し
て
お
く
こ
と
だ
。
そ
う
す
れ
ば
誰
も
が
、
自
分
を
自
分
の
帰
属
す
る
集
団
と
一
体
視
し
た
ま
ま
で
、
相
手
と
関
係

を
と
り
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。

こ
う
い
う
社
会
で
は
、

た
と
え
ば
か
議
会
。
と
い
う
発
想
は
生
ま
れ
な
い
。
異
な
る
集
団
に
所
属
す
る
異
質
な
人
び
と

が
対
等
な
資
格
で
、
公
的
に
(
つ
ま
り
、
社
会
的
な
文
脈
と
無
関
与
に
)
言
論
を
戦
わ
せ
る
余
地
が
な
い
か
ら
だ
。
も
ち
ろ

ん
、
選
挙
と
い
う
考
え
方
と
も
な
じ
ま
な
い
。

幕
藩
制
の
戦
略
は
、
幕
藩
制
の
解
体
と
と
も
に
効
力
を
失
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
影
響
は
、
今
日
ま
で
及
ん
で
い
る
。

た
と
え
ば
、
議
会
で
の
証
言
よ
り
も
、
企
業
へ
の
忠
誠
心
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
。
裁
判
に
対
す
る
人
び
と
の
信
頼
が
薄
い

こ
と
。
こ
う
し
た
発
想
や
行
動
様
式
は
、
幕
藩
制
権
力
の
効
果
に
よ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
江
戸
幕
藩
制
と
近

代
日
本
と
の
聞
に
は
、
権
力
の
編
成
原
理
に
関
し
て
、
大
き
な
断
絶
が
あ
る
。
社
会
の
推
移
を
組
織
の
内
在
的
な
発
展
の

プ
ロ
セ
ス
と
し
て
た
ど
ろ
う
と
す
る
イ
エ
社
会
論
は
、
こ
う
し
た
断
絶
を
説
明
す
る
論
理
を
持
た
な
い
。

* 

村
上
ら
の
「
イ
エ
社
会
論
」
は
、
こ
う
し
た
権
力
分
析
へ
の
配
慮
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
現
代
日
本
社
会
の
診
断
学
と

し
て
、
問
題
を
残
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
要
約
す
る
な
ら
、

ω
天
皇
制
の
過
小
評
価
。
|
|
天
皇
制
は
、
イ
エ
社
会
以
前
の
、
ウ
ジ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
に
属
す
る
、
と
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
天
皇
制
が
武
家
社
会
(
イ
エ
社
会
の
サ
イ
ク
ル
)
に
温
存
さ
れ
た
の
は
、
偶
然
的
な
事
情
に
よ
る
と
さ

れ
る
。
け
れ
ど
も
、
幕
藩
制
(
戦
国
大
名
の
戦
乱
を
停
止
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
)
に
、
天
皇
は
不
可
欠
の
要
素
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
そ
の
こ
と
の
分
析
が
、
ど
う
し
て
も
甘
く
な
る
。

ω
日
本
近
代
に
つ
い
て
の
楽
観
。
|
|
日
本
の
近
代
化
が
、
先
行
す
る
社
会
の
与
え
る
条
件
を
活
か
す
こ
と
で
成
功

つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
だ
。

し
た
、

と
い
う
の
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
「
追
い
つ
き
型
の
近
代
化
」
を
支
え
る
条
件
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
っ
て
、

そ
れ
自
身
、
西
欧
近
代
の
あ
り
方
と
は
か
な
り
違
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
は
む
し
ろ
、

そ
う
し
た
条
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件
(
日
本
社
会
の
特
性
)
が
マ
イ
ナ
ス
に
働
き
は
じ
め
る
可
能
性
も
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

ω
近
代
の
見
方
が
一
面
的
。

l
l著
者
た
ち
は
近
代
化
を
、
産
業
化
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
。

日
本
は
た
し
か
に
、
経
済
的
に
は
成
功
を
収
め
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
近
代
を
構
成
す
る
そ
れ
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
価
値

を
体
得
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。
宗
教
、
哲
学
、
科
学
技
術
、
政
治
制
度
、
:
:
:
そ
れ
ら
の
多
面
的
な
全
体
を
近
代
と
考

え
れ
ば
、
日
本
は
そ
の
か
な
り
い
び
つ
な
一
例
を
こ
し
ら
え
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

村
上
ら
の
「
イ
エ
社
会
論
」
は
、

日
本
の
将
来
に
つ
い
て
楽
観
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
パ
た
と
え
ば

K
・
V

-

ウ
ォ
ル
フ

レ
ン
の

『
日
本
/
権
力
構
造
の
謎
』

の
与
え
る
印
象
と
、
正
反
対
の
も
の
だ
。
私
は
、

ウ
ォ
ル
フ
レ
ン
の
分
析
の
ほ
う
に
、

現
実
味
と
説
得
力
を
感
じ
る
。
「
イ
エ
社
会
論
」
は
、
日
本
社
会
が
国
際
社
会
の
な
か
で
異
質
で
あ
る
こ
と
が
も
た
ら
す
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深
刻
な
問
題
を
、
切
実
に
受
け
止
め
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

4 

「
イ
エ
社
会
論
」
か
ら
何
を
汲
み
と
る
か

わ
れ
わ
れ
が
と
り
あ
げ
た
村
上
ら
の
「
イ
エ
社
会
論
」
は
、

こ
う
し
た
議
論
の
最
大
の
可
能
性
を
示
す
も
の
だ
っ
た
。

村
上
ら
三
人
は
そ
の
後
、

こ
の
改
訂
版
を
用
意
し
て
い
た
と
も
聞
く
。
け
れ
ど
も
、

一
九
七
九
年
に
出
た
こ
の
版
に
、
あ

り
う
べ
き
「
イ
エ
社
会
論
」

の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
は
出
尽
く
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

* 

「
イ
エ
社
会
論
」
は
、
何
を
語
り
う
る
か
?

そ
し
て
、

そ
の
限
界
は
ど
こ
に
あ
る
か
?

あ
る
社
会
に
は
、

そ
の
基
礎
に
な
る
集
団
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
の
集
団
の
与
え
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
、
人
び

と
は
社
会
行
動
を
営
む
。
わ
れ
わ
れ
の
場
合
、

そ
れ
は
「
家
」

で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、

そ
れ
を
補
助
線
に
し
て
、

そ
の
社

会
の
そ
れ
以
外
の
部
分
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
、
何
ら
問
題
な
い
。

け
れ
ど
も
、

こ
の
補
助
線
が
万
能
で
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
だ
。
「
イ
エ
社
会
論
」
と
い
う
も
の
は
、

日
本
社
会
の

あ
ら
ゆ
る
領
域
に
そ
れ
を
当
て
は
め
よ
う
と
し
、

そ
れ
を
過
去
へ
も
遡
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
て
、

日
本
社
会
の
い

た
る
と
こ
ろ
に
イ
エ
(
も
し
く
は
そ
の
変
形
)
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
位
置
づ
け
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
イ
エ
を
配
置
し
て
い
る
力
学
だ
。

村
上
ら
の

「
イ
エ
社
会
論
」
は
、

こ
の
イ
エ
を
配
置
し
て
い
る
力
学
そ
の
も
の
が
、

ふ
た
た
び
イ
エ
の
ロ
ジ
ッ
ク
だ
と

す
る
。
こ
れ
が
「
倣
い
拡
大
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
考
え
る
こ
と
で
、
「
イ
エ
社
会
論
」
は
完
全
な
も
の
に
な
る
の

だ
が
、
果
た
し
て
そ
の
通
り
だ
ろ
う
か
?

中
国
社
会
と
対
比
し
て
み
る
と
、

そ
の
通
り
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
伝
統
的
な
中
国
社
会
は
、
親
族
集
団
(
宗
族
)
の

血
縁
的
紐
帯
が
底
辺
を
支
え
、

そ
の
上
部
に
、
血
縁
と
は
別
個
の
原
理
に
も
と
づ
く
官
僚
機
構
(
儒
教
的
統
治
原
理
)
が
乗

つ
か
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
皇
帝
の
継
承
は
血
縁
に
よ
る
け
れ
ど
も
、

で
き
る
だ
け
血
縁
と
関
係
な

そ
れ
以
外
の
部
分
は
、

し
に
運
営
す
る
。
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
が
完
成
を
み
た
の
は
宋
代
(
科
挙
の
成
立
)
だ
っ
た
が
、
日
本
に
律
令
制
が
伝
わ
っ

た
唐
代
の
社
会
も
、

か
な
り
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
近
づ
い
て
い
た
。

日
本
社
会
は
、
中
国
か
ら
律
令
制
(
官
僚
制
)
を
導
入
し
た
も
の
の
、

そ
れ
は
な
か
な
か
根
づ
か
な
か
っ
た
。
根
づ
か
な

い
と
い
う
よ
り
も
、
時
を
へ
る
う
ち
に
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
っ
た
。
平
安
王
朝
国
家
は
、
天
皇
家
と
藤
原
氏
を
軸
に
す
る

血
縁
の
力
学
で
動
い
て
い
た
し
、
武
家
政
権
に
し
て
も
、
幕
府
の
官
制
は
き
わ
め
て
簡
単
な
も
の
で
、

い
わ
ゆ
る
「
封
建

的
」
な
主
従
関
係
が
実
質
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
近
世
の
社
会
を
、
基
礎
集
団
で
あ
る
イ
エ
の
上
部
に
、

さ
ら
に
大
き
な
イ

エ
が
覆
い
か
ぶ
さ
っ
た
二
重
の
構
造
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
も
、
あ
な
が
ち
無
理
で
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

'
'
a
v

、
A

、

ナ
九
品
川
N

そ
れ
で
も
、

イ
エ
と
イ
エ
と
を
配
置
す
る
力
学
は
、

イ
エ
の
論
理
で
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
定
義
上
、

イ
エ
の

内
部
に
働
く
の
と
は
異
な
っ
た
力
学
で
あ
る
。
幕
藩
制
は
こ
の
よ
う
な
力
学
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、

ま
た
崩
壊
し
た
と
考

ひ
い
て
は
、
イ
エ
に
帰
属
す
る
人
び
と
の
行
動
様

式
を
決
定
し
た
。
「
イ
エ
社
会
論
」
は
、
イ
エ
が
自
立
的
に
展
開
し
て
い
.
く
論
理
に
関
心
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
と
ひ
き
か

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
力
学
が
、
イ
エ
と
イ
エ
の
関
係
、

え
に
、
イ
エ
を
拘
束
す
る
力
学
に
鈍
感
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

自
分
の
属
す
る
社
会
に
働
く
力
学
を
、
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
ま
し
て
日
本
人
は
、
社
会
科
学
の
必

要
性
を
、

つ
い
百
二
十
年
ほ
ど
前
ま
で
ほ
と
ん
ど
感
じ
な
か
っ
た
国
民
で
あ
る
。
「
イ
エ
社
会
論
」
は
、

日
本
人
が
自
分

11 

!| 
ぷイ交!11k

、守、、、ー



82 

日
本
の
社
会
に
働
き
、
わ

れ
わ
れ
を
捕
ら
え
る
力
学
(
匿
名
の
権
力
)
の
実
質
に
つ
い
て
、
十
分
に
理
解
を
示
し
た
と
は
言
い
が
た
い
と
思
う
の
で
あ

た
ち
の
社
会
を
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
大
胆
な
ス
ケ
ッ
チ
を
提
供
し
た
。
け
れ
ど
も
、

る
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