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社
会
関
係
資
本
の
二
つ
の
「
原
型
」
と
そ
の
含
意

坂

本

治

也

は

じ

め

に

本
稿
は
近
年
大
き
な
注
目
を
集
め
て
い
る
「
社
会
関
係
資
本
（social

capital

）」
（
１
）
の
概
念
史
と
現
在
の
研
究
動
向
に
関
し
て
一
考

察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
こ
の
議
論
の
火
付
け
役
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
に
よ
る
一
連
の
研（
２
）

究
を
受
け

て
、
社
会
関
係
資
本
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
国
を
超
え
学
問
分
野
を
超
え
て
、
こ
の
一
〇
年
間
爆
発
的
に
増
加
し
て
き
た
。
我
が
国
に
お

い
て
も
理
論
・
実
証
の
両
側
面
か
ら
既
に
一
定
の
研
究
蓄
積
が
存
在
し
て
い（
３
）

る
。

社
会
関
係
資
本
と
い
う
言
葉
が
パ
ッ
ト
ナ
ム
以
前
か
ら
他
の
論
者
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。

パ
ッ
ト
ナ
ム
自
身
の
指
摘
に
よ
る
と
、「
社
会
関
係
資
本
と
い
う
タ
ー
ム
自
体
は
、
二
〇
世
紀
を
通
じ
て
少
な
く
と
も
六
回
、
そ
れ
ぞ

れ
独
立
に
発
明
さ
れ
て
き
た
」
の
で
あ
り
、
そ
の
最
初
の
使
用
例
は
一
九
一
六
年
の
ラ
イ
ダ
・
ハ
ニ
フ
ァ
ン
に
よ
る
研
究
に
求
め
ら
れ

る
。
そ
の
後
、
シ
ー
リ
ー
、
ジ
ェ
コ
ブ
ス
、
ラ
ウ
リ
ー
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
、
シ
ュ
リ
ッ
ヒ
ト
、
コ
ー
ル
マ
ン
ら
の
研
究
で
用
い
ら
れ
て
き

た
。
各
論
者
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
視
角
か
ら
社
会
関
係
資
本
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
。
し
か
し
、
ど
の
論
者
に
も
共
通
し
て
い
る
の

は
、
人
々
の
間
に
あ
る
何
ら
か
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
交
際
関
係
に
着
目
し
、「
社
会
的
結
合
に
よ
っ
て
我
々
の
生
活
は
よ
り
生
産
的
に

な
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
き
た
」
点
で
あ（
４
）

る
。

（阪大法学）５３（６―１８１）１５６９〔２００４．３〕



パ
ッ
ト
ナ
ム
以
前
に
社
会
関
係
資
本
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
こ
れ
ら
の
論
者
の
う
ち
、
本
稿
で
は
特
に
ハ
ニ
フ
ァ
ン
、
ジ
ェ
コ
ブ
ス
、

ラ
ウ
リ
ー
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
四
人
の
議
論
を
取
り
上
げ
て
考
察
を
進
め
て
い
く
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
四
人
の
議
論
か
ら
社
会
関
係
資

本
の
二
つ
の
「
原
型
」
が
抽
出
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
社
会
関
係
資
本
」
と
「
支
配
階

級
内
の
社
会
関
係
資
本
」
と
い
う
二
つ
の
「
原
型
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
「
原
型
」
が
そ
れ
ぞ
れ
持
つ
特
徴
は
、
現
在
の

社
会
関
係
資
本
論
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
二
つ
の
論
点
を
示
す
。
そ
れ
は
「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
家
族
」
に
関
す
る
論
点
と
「
経

済
資
本
と
不
平
等
」
に
関
す
る
論
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
点
は
今
後
の
実
証
分
析
に
お
い
て
も
重
要
な
含
意
を
持
つ
。

一

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
社
会
関
係
資
本

１

ラ
イ
ダ
・
ハ
ニ
フ
ァ
ン
（L

yda
Ju

dson
H

an
ifan

）

パ
ッ
ト
ナ
ム
が
「
ハ
ニ
フ
ァ
ン
に
よ
る
社
会
関
係
資
本
の
説
明
は
、
こ
の
概
念
に
関
す
る
後
年
の
解
釈
が
示
す
殆
ど
全
て
の
重
要
要

素
を
既
に
先
取
り
し
て
述
べ
て
い
た
」
と
評
す
る
よ
う
に
、
ハ
ニ
フ
ァ
ン
が
一
九
一
六
年
に
著
し
た
論
文
「
農
村
学
校
と
い
う
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー（
５
）

」
は
今
日
の
社
会
関
係
資
本
論
の
原
点
を
示
す
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
そ
も
そ
も
、
当
時

ウ
エ
ス
ト
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
農
村
学
校
指
導
主
事
（state

su
pervisor

of
ru

ral
sch

ools

）
と
い
う
役
職
に
あ
っ
た
ハ
ニ
フ
ァ
ン

が
、「
農
村
学
校
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
た
め
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
と
い
う
教
師
対
象
の
冊
子
の
一
部
と
し
て

準
備
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
革
新
主
義
時
代
の
雰
囲
気
を
体
現
す
る
若
き
社
会
改
革
家
・
教
育
家
の
一
人
と

し
て
、
ハ
ニ
フ
ァ
ン
は
学
校
を
中
心
と
し
た
農
村
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
生
活
を
向
上
さ
せ
る
使
命
感
を
持
っ
て
い
た
。
ゆ
え
に
こ
の
論

文
は
彼
の
極
め
て
強
い
実
践
的
関
心
に
導
か
れ
て
書
か
れ
た
も
の
と
い
え（
６
）

る
。

ハ
ニ
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
存
在
す
る
様
々
な
問
題
を
解
決
し
、
よ
り
良
き
生
活
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ

論 説

（阪大法学）５３（６―１８２）１５７０〔２００４．３〕



る
も
の
こ
そ
、
他
な
ら
ぬ
社
会
関
係
資
本
、
す
な
わ
ち
市
民
間
の
連
帯
と
協
調
精
神
で
あ
っ
た
。
彼
は
社
会
関
係
資
本
を
以
下
の
よ
う

に
定
義
す
る
。「
私
が
社�

会�

関�

係�

資�

本�

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
使
用
す
る
際
に
は
、
比
喩
的
な
意
味
を
除
い
て
、
資�

本�

と
い
う
用
語
の
通

常
の
語
義
に
言
及
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
つ
ま
り
私
は
不
動
産
や
個
人
の
財
産
、
あ
る
い
は
現
金
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
人
々
の
日
常
生
活
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
有
形
資
産
の
価
値
を
最
も
高
め
る
、
生
活
の
中
に
存
在
す
る
何
ら

か
の
も
の
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
学
校
を
中
心
と
し
た
農
村
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
一
つ
の
社
会
単
位
を
構
成
す
る

諸
個
人
・
諸
家
族
の
集
団
間
に
お
け
る
、
善
意
、
仲
間
意
識
、
相
互
の
思
い
や
り
、
社
交
の
こ
と
で
あ
る
」（
強
調
は
原（
７
）

文
）。

こ
の
よ
う
な
社
会
関
係
資
本
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
企
業
体
が
事
業
を
起
こ
す
際
に
蓄
積
さ
れ
た
資
本
を
利
用
す
る
の
と
同
じ
く
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
生
活
の
改
善
を
行
っ
て
い
く
上
で
必
要
不
可
欠
な
リ
ソ
ー
ス
で
あ
る
、
と
ハ
ニ
フ
ァ
ン
は
考
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
彼
の
認
識

で
は
、
当
時
の
農
村
部
に
お
い
て
社
会
関
係
資
本
の
全
般
的
な
欠
如
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
社
会
関
係
資
本
欠
如
の
認
識
は

お
そ
ら
く
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
大
き
な
変
化
、
す
な
わ
ち
一
九
世
紀
末
以
来
の
全
国
的
な「
大
企
業
体
制
」

の
出
現
に
よ
っ
て
地
方
社
会
が
自
律
性
と
凝
集
性
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ（
８
）

う
。
ハ
ニ
フ
ァ
ン
は
社
会
関

係
資
本
の
欠
如
を
憂
い
て
、「
い
ま
重
要
な
問
い
は
『
ど
う
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
状
況
は
よ
り
良
く
改
善
さ
れ
る
の
か
』
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。

で
は
、
社
会
関
係
資
本
の
蓄
積
の
た
め
に
必
要
な
も
の
と
は
何
か
。
ハ
ニ
フ
ァ
ン
が
考
え
た
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
公
的

催
し
物
、
懇
親
会
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
な
ど
の
各
種
会
合
で
あ
っ
た
。
彼
は
論
文
の
中
で
ウ
エ
ス
ト
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
あ
る
農
村
部
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
例
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
人
口
二
千
人
ほ
ど
の
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
の
役
割
を
果

た
す
学
校
を
中
心
と
し
て
、
祝
祭
、
討
論
会
、
農
業
物
産
展
、
展
覧
会
、
市
民
講
座
、
野
球
の
リ
ー
グ
戦
な
ど
の
様
々
な
会
合
が
催
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
関
係
資
本
が
蓄
積
さ
れ
た
。
そ
し
て
蓄
積
さ
れ
た
社
会
関
係
資
本
に
よ
っ
て
、
不
登
校
児
が
学
校
に
出
席

社会関係資本の二つの「原型」とその含意

（阪大法学）５３（６―１８３）１５７１〔２００４．３〕



す
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
文
盲
の
人
の
た
め
の
「
夕
方
学
級
」
が
開
か
れ
た
り
、
図
書
館
や
道
路
の
建
設
の
た
め
に
多
額
の
寄
付
が
市

民
か
ら
集
ま
っ
た
り
す
る
な
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
生
活
の
様
々
な
面
に
お
け
る
改
善
が
可
能
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ（
９
）

る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ハ
ニ
フ
ァ
ン
は
農
村
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
発
展
の
鍵
と
な
る
、
市
民
間
の
連
帯
と
協
調
精
神
を
表
わ
す
た
め
に
社
会

関
係
資
本
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
。

２

ジ
ェ
ー
ン
・
ジ
ェ
コ
ブ
ス
（Jan

e
Jacobs

）

ジ
ェ
コ
ブ
ス
は
独
自
の
視
点
か
ら
都
市
計
画
論
、
都
市
経
済
論
を
展
開
し
た
こ
と
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
在
野
の
フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
で
あ（
１０
）

る
。
ハ
ニ
フ
ァ
ン
が
農
村
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
考
察
対
象
に
し
た
の
と
は
対
照
的
に
、
ジ
ェ
コ
ブ
ス
の
主
た
る
関
心
は
都

市
部
の
近
隣
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
あ
っ
た
。
彼
女
が
一
九
六
一
年
に
著
し
た
『
ア
メ
リ
カ
大
都
市
の
死
と（
１１
）

生
』
は
、
当
時
主
流
で
あ
っ
た

近
代
的
都
市
計
画
論
に
基
づ
く
大
規
模
な
都
市
再
開
発
事
業
や
ス
ラ
ム
・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
の
書
と
し
て
、
彼
女

の
名
を
一
躍
有
名
に
し
た
著
作
で
あ
る
。
同
書
の
中
で
社
会
関
係
資
本
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ジ
ェ
コ
ブ
ス
は
実
際
の
都
市
で
の
実
体
験
を
交
え
た
詳
細
な
観
察
を
通
じ
て
、「
規
格
化
さ
れ
た
都
市
計
画
案
が
い
か
に
都
市
の
弾

力
性
・
多
様
性
・
生
命
を
奪
っ
て
い
る
の
か
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
彼
女
が
批
判
を
向
け
る
の
は
、
都
市
計
画
に
よ
っ
て
人

工
的
に
作
り
出
さ
れ
た
低
所
得
者
住
宅
、
文
化
セ
ン
タ
ー
、
商
業
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
「
古
き
良
き
下
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
」
を
破
壊
し
て
都
市
の
活
気
を
奪
い
犯
罪
の
温
床
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

逆
に
ジ
ェ
コ
ブ
ス
が
高
く
評
価
す
る
の
が
、
自
ら
が
愛
し
た
下
町
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
イ
ー
ス
ト
ハ
ー
レ
ム
や
ボ
ス
ト
ン
の
ノ

ー
ス
エ
ン
ド
地
区
に
代
表
さ
れ
る
、
伝
統
的
な
都
市
近
隣
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
、
お
互
い
に
顔
見

知
り
の
人
々
が
通
り
に
目
を
光
ら
せ
る
こ
と
で
犯
罪
を
未
然
に
防
い
だ
り
、
生
活
の
上
で
助
け
合
っ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
古
く
て
雑

多
な
建
物
や
そ
の
用
途
の
多
様
性
が
、
逆
説
的
に
都
市
の
活
力
と
多
様
性
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

論 説
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こ
の
よ
う
な
近
隣
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
根
付
い
て
い
る
、
教
会
、
町
内
会
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
企
業
家
団
体
、
市
民
同
盟
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団

な
ど
の
多
様
な
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
ジ
ェ
コ
ブ
ス
の
い
う
社
会
関
係
資
本
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
ま
た
、

都
市
再
開
発
や
ス
ラ
ム
・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
下
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
共
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
こ
れ

を
社
会
関
係
資
本
の
消
滅
過
程
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。「
こ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
都
市
の
、
他
に
取
り
替
え
よ
う

が
な
い
社
会
関
係
資
本
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
原
因
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
資
本
が
失
わ
れ
る
時
は
い
つ
で
も
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る

は
ず
の
収
入
は
消
え
、
新
し
い
資
本
が
ゆ
っ
く
り
か
つ
都
合
よ
く
蓄
積
し
て
こ
な
い
う
ち
は
、
決
し
て
取
り
戻
せ
な
い
の
で
あ
る（
１２
）

」。

以
上
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
コ
ブ
ス
は
都
市
再
開
発
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
「
古
き
良
き
下
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
に
存
在
し
た
多
様
な
社
会

的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
表
わ
す
た
め
に
社
会
関
係
資
本
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
。

３

小

括

ハ
ニ
フ
ァ
ン
と
ジ
ェ
コ
ブ
ス
の
社
会
関
係
資
本
は
、
農
村
と
都
市
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
い
ず
れ
も
伝
統
的
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内

に
存
在
す
る
何
ら
か
の
結
合
関
係
や
協
調
精
神
を
示
す
一
種
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
彼
ら
の
社
会

関
係
資
本
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
大
き
な
社
会
変
化
の
影
響
を
受
け
て
伝

統
的
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
変
容
し
衰
退
し
て
い
く
の
に
並
行
し
て
、
社
会
関
係
資
本
は
減
少
し
消
滅
し
て
い
く
も
の
と
し
て
描
か

れ
て
い
た
。
逆
に
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
活
力
を
持
っ
て
い
た
過
去
に
お
い
て
、
社
会
関
係
資
本
の
蓄
積
は
豊
富
で
あ
っ
た
と
想
定

さ
れ
て
い
る
。
社
会
関
係
資
本
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
盛
衰
と
密
接
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
彼
ら
の
社
会
関
係
資
本
は
、

地
縁
・
血
縁
な
ど
の
一
次
的
結
合
関
係
と
基
本
的
に
は
矛
盾
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
一
次
的
結
合
関
係
は
、
社
会
関
係
資
本
が
蓄
積

さ
れ
る
た
め
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
ハ
ニ
フ
ァ
ン
と
ジ
ェ
コ
ブ
ス
の
議
論
は
「
地
域
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
内
の
社
会
関
係
資
本
」
と
い
う
「
原
型
」
を
示
し
て
い
る
。

社会関係資本の二つの「原型」とその含意
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二

社
会
関
係
資
本
・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
家
族

１

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
す
る
両
義
的
立
場

ハ
ニ
フ
ァ
ン
と
ジ
ェ
コ
ブ
ス
の
「
原
型
」
と
は
異
な
っ
て
、
現
在
の
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
社
会
関
係
資
本
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
し

て
極
め
て
両
義
的
か
つ
曖
昧
な
立
場
を
と
る
。

理
論
的
に
見
れ
ば
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
社
会
関
係
資
本
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
存
在
を
必
ず
し
も
前
提
と
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

周
知
の
ご
と
く
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
社
会
関
係
資
本
の
中
核
を
な
す
の
は
二
次
的
な
結
合
関
係
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
合
唱
団
・
Ｐ
Ｔ
Ａ

・
ボ
ウ
リ
ン
グ
連
盟
・
社
会
運
動
組
織
な
ど
の
自
発
的
結
社
（volu

n
tary

association
s

）
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
重
要
視
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
ど
の
よ
う
な
種
類
の
二
次
的
結
合
関
係
で
あ
っ
て
も
よ
い
訳
で
は
な
い
。
パ
ッ
ト
ナ
ム
が
設
け
た
質
的
な
基
準
と
は
、
組
織

構
造
が
水
平
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
こ
と
、
メ
ン
バ
ー
の
多
様
性
が
保
た
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
こ
と
（
�
「
架
橋
的

（bridgin
g

）」
社
会
関
係
資
本
）、
メ
ン
バ
ー
間
に
対
面
的
（face-to-face

）
関
係
が
伴
う
こ
と
、
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

基
準
を
満
た
す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
み
が
、
社
会
関
係
資
本
の
も
う
一
方
の
構
成
要
素
で
あ
る
他
者
一
般
に
対
す
る
信
頼
感
や
互
酬
性
の

規
範
を
醸
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
望
ま
し
い
社
会
的
帰
結
が
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
考
え
る
の
で
あ（
１３
）

る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
額
面
通
り
受
け
止
め
れ
ば
、
伝
統
的
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
地
縁
・
血
縁
な
ど
の
一
次
的
結
合
関

係
は
、
社
会
関
係
資
本
と
矛
盾
・
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
結
束
的
（bon

din
g

）」
社
会
関
係
資
本
の
温
床
と
し
て
、

否
定
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
議
論
に
は
暗
黙
の
う
ち
に
伝
統
的
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
面
も
あ

る
。
し
か
も
、
そ
の
傾
向
は
年
々
拍
車
が
か
か
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
自
体
に
は
殆
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
に
も
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か
か
わ
ら
ず
、B

ow
lin

g
A

lon
e

の
副
題
が
「
ア
メ
リ
カ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
崩
壊
と
再
生
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を

端
的
に
暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
新
の
著
作
で
あ
るB

etter
T

ogeth
er

（
副
題
は
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
建
」）
で

は
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
関
係
資
本
再
構
築
の
た
め
の
有
益
な
事
例
と
し
て
、
各
地
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
実
践
さ
れ
て
い
る
様
々
な

地
域
活
動
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
お
い
て
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、「
社
会
関
係
資
本
は
、
お
互
い
に
知
り
合
い
で
あ
る
人
々
の
間
の

結
合
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
必
然
的
に
ロ
ー
カ
ル
な
現
象
で
あ
る
」
と
明
確
に
述
べ
て
、
社
会
関
係
資
本
と
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
存
在
を
よ
り
密
接
に
関
係
づ
け
て
い（
１４
）

る
。

以
上
の
点
に
関
し
て
、
鋭
い
指
摘
を
し
て
い
る
の
が
ボ
ッ
グ
ス
で
あ
る
。
ボ
ッ
グ
ス
は
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
が
社
会
関
係
資
本
の
指
標
と

し
て
選
ぶ
自
発
的
結
社
の
種
類
や
参
加
の
形
態
が
五
〇
年
代
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
生
活
を
反
映
し
た
も
の
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点

を
と
ら
え
て
、
以
下
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。「
ロ
ー
タ
リ
ー
や
エ
ル
ク
ス
ク
ラ
ブ
に
参
加
す
る
こ
と
、
コ
ー
ラ
ス
合
唱
団
で
歌
う

こ
と
、
ス
ポ
ー
ツ
リ
ー
グ
で
競
争
す
る
こ
と
、
デ
ィ
ナ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
へ
行
く
こ
と
な
ど
は
、
実
際
何
ら
か
の
連
帯
の
要
素
を
多
く
の

人
々
に
対
し
て
提
供
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
よ
り
古
い
世
代
に
よ
っ
て
、
中
で
も
特
に
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
か

ア
ッ
パ
ー
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
階
級
に
よ
っ
て
好
ま
れ
る
、
大
抵
安
全
で
、
順
応
的
で
、
伝
統
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
と
し
て
分
類
さ

れ
る
。
…
…
（
中
略
）
…
…
パ
ッ
ト
ナ
ム
が
大
事
に
す
る
古
い
自
発
的
組
織
が
衰
退
し
た
の
は
、
小
さ
な
町
で
構
成
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ

自
体
が
消
滅
過
程
に
あ
る
こ
と
を
反
映
し
て
、
そ
れ
ら
の
目
的
が
時
代
遅
れ
に
な
り
存
在
理
由
を
失
っ
た
た
め
で
あ
っ（
１５
）

た
」。

ボ
ッ
グ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
伝
統
的
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
自
発
的
結
社
の
み
を
取
り

上
げ
る
こ
と
で
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
そ
の
も
の
の
存
在
を
暗
黙
の
う
ち
に
重
視
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
意
味
で
パ
ッ
ト

ナ
ム
の
社
会
関
係
資
本
は
、「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
社
会
関
係
資
本
」
と
い
う
「
原
型
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
未
だ
払
拭
し
き
れ
て
い

な
い
と
も
い
え
よ
う
。

社会関係資本の二つの「原型」とその含意
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以
上
の
よ
う
に
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
社
会
関
係
資
本
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
し
て
自
己
矛
盾
し
た
両
義
的
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

２

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
家
族
・
感
情
的
要
素
の
強
調

社
会
学
者
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
古
典
的
定
義
に
よ
れ
ば
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
は
本
質
的
に
異
な
る
も

の
と
し
て
区
分
さ
れ
る
。
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
定
義
に
よ
れ
ば
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
は
一
定
の
地
理
的
範
囲
を
持
っ
た
基
層
的
な
共

同
生
活
（com

m
on

life

）
の
場
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
に
は
「
地
域
性
（locality

）」
と
「
共
同
帰
属
感
情
（com

m
u

n
ity

sen
tim

en
t

）」
が
必
要
と
さ
れ
る
。
他
方
、「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
は
特
定
の
共
通
目
標
・
共
通
利
害
を
追
求
す
る
た
め
に
組
織
化

さ
れ
た
集
団
で
あ
る
。「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
は
全
体
的
（in

tegral

）
で
そ
れ
自
体
が
「
目
的
」
的
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
、「
ア
ソ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
」
は
部
分
的
（partial

）
で
「
手
段
」
的
存
在
で
あ（
１６
）

る
。

こ
の
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
用
語
法
に
従
っ
て
い
え
ば
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
社
会
関
係
資
本
論
は
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
を
中
心
に
展

開
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
側
面
は
置
き
去
り
に
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
曖
昧
で
両
義
的
な
位
置
づ
け

が
与
え
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

し
か
し
一
方
で
、
社
会
関
係
資
本
論
の
枠
組
み
の
中
で
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
家
族
な
ど
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
」
の
要
素
を
強
調
す
る
動
き
も
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
フ
ク
ヤ
マ
は
同
じ
く
社
会
関
係
資
本
と
い
う
概
念
を
用
い
つ
つ
も
、
伝

統
的
な
形
で
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
家
族
を
よ
り
肯
定
的
に
評
価
す（
１７
）

る
。
フ
ク
ヤ
マ
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
」
の
要
素
の
重
要
性
を
説
く
。「
真
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
そ
こ
に
属
す
る
人
び
と
が
価
値
観
、
規
範
、
経
験
を
共
有
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
共
通
の
価
値
観
が
深
く
根
ざ
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
共
同
体
意
識
は
強
く
な
る
。
し
か

し
多
く
の
人
は
、
個
人
の
自
由
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
兼
ね
あ
い
が
わ
か
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
し
、
ま
た
そ
れ
を
必
要
だ
と
も
思
っ
て

い
な
い
よ
う
だ
。
か
つ
て
人
び
と
は
、
伴
侶
、
家
族
、
地
域
、
職
場
、
教
会
と
い
っ
た
伝
統
的
な
も
の
に
縛
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
う
し
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た
拘
束
が
解
か
れ
て
き
て
も
、
社
会
的
な
結
び
つ
き
を
失
っ
た
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
自
分
で
結
び
つ
く
先
を
選
べ
る
と
思
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
人
び
と
は
気
づ
き
は
じ
め
た
。
自
分
で
好
き
な
よ
う
に
く
っ
つ
い
た
り
離
れ
た
り
で
き
る
関
係
は
、
孤
独
感
や
迷
い

を
生
む
だ
け
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
か
わ
り
に
、
も
っ
と
深
い
永
続
的
な
人
間
関
係
を
切
望
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ（
１８
）

る
」。

こ
の
フ
ク
ヤ
マ
の
主
張
は
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
で
あ
る
ベ
ラ
ー
ら
の
立
場
に
も
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
ベ
ラ
ー
ら
は
、
私
生
活
上

の
趣
味
・
消
費
活
動
に
お
け
る
共
通
関
心
の
み
で
結
ば
れ
た
「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
飛
び
地
（lifestyle

en
clave

）」
を
空
疎
な
絆
と

し
て
斥
け
、
真
に
必
要
と
さ
れ
る
べ
き
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
歴
史
や
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
共
有
さ
れ
て
全
人
格
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
持

つ
「
記
憶
の
共
同
体
（com

m
u

n
ity

ofm
em

ory

）」
で
あ
る
、
と
主
張
す（
１９
）

る
。

フ
ク
ヤ
マ
や
ベ
ラ
ー
ら
の
見
解
に
お
い
て
は
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
家
族
な
ど
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
要
素
こ
そ
、
望
ま
し
い

共
同
性
を
構
築
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
か
つ
社
会
関
係
資
本
構
築
の
重
要
な
基
礎
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ボ
ウ
リ
ン

グ
連
盟
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
の
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
の
要
素
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
な
い
。

他
方
、
他
者
一
般
に
対
す
る
信
頼
感
や
互
酬
性
の
規
範
の
観
点
か
ら
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
家
族
の
重
要
性
を
強
調
す
る
論
者
も

い
る
。
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
想
定
に
よ
れ
ば
、
他
者
一
般
に
対
す
る
信
頼
感
や
互
酬
性
の
規
範
は
自
発
的
結
社
へ
の
参
加
に
よ
っ
て
醸
成
さ

れ
る
。
し
か
し
ニ
ュ
ー
ト
ン
や
シ
ュ
ト
ー
リ
は
、
伝
統
的
に
社
会
化
機
能
を
担
っ
て
き
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
家
族
・
学
校
・
職
場

な
ど
の
方
が
信
頼
・
規
範
の
主
要
な
源
泉
と
な
る
可
能
性
が
高
い
、
と
主
張
す（
２０
）

る
。
こ
の
主
張
は
彼
ら
自
身
の
実
証
分
析
に
よ
っ
て
既

に
あ
る
程
度
検
証
さ
れ
て
お
り
、
他
者
一
般
に
対
す
る
信
頼
感
醸
成
の
上
で
自
発
的
結
社
へ
の
参
加
の
影
響
力
は
極
め
て
限
定
的
で
あ

る
こ
と
、
逆
に
親
の
教
育
の
影
響
力
が
有
意
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い（
２１
）

る
。

さ
ら
に
以
上
に
関
連
し
て
、
マ
ク
リ
ー
ン
ら
の
主
張
も
注
目
に
値
す
る
。
彼
ら
は
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
が
人
々
の
行
動
を
説
明
す
る
際
に

依
拠
す
る
合
理
的
選
択
論
的
な
解
釈
を
批
判
す
る
。
実
際
の
人
々
は
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
が
説
明
す
る
よ
う
に
「
啓
発
さ
れ
た
自
己
利
益

社会関係資本の二つの「原型」とその含意
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（en
ligh

ten
ed

self-in
terest

）」
に
導
か
れ
て
、
他
者
を
信
頼
し
社
会
規
範
に
従
い
協
調
的
行
動
を
と
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

人
々
を
そ
の
よ
う
な
行
動
に
導
く
の
は
、
む
し
ろ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
信
仰
・
義
務
感
の
よ
う
な
非
合
理
的
な
契
機
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
情
緒
的
絆
・
忠
誠
心
・
信
仰
心
、
お
よ
び
そ
れ
ら
を
人
々
に
植
え
つ
け
る
た
め
の
伝
統
的
諸
制
度
こ
そ
、
こ
の
五
〇

年
間
に
ア
メ
リ
カ
で
失
わ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
、
と
マ
ク
リ
ー
ン
ら
は
主
張
し
て
い（
２２
）

る
。
人
々
の
行
動
次
元
に
お
け
る
感
情
的
要

素
を
強
調
す
る
マ
ク
リ
ー
ン
ら
の
主
張
も
ま
た
、
社
会
関
係
資
本
論
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
要
素
に
注
目
す
る
よ
う
促
す
も
の
だ
と

い
え
よ（
２３
）

う
。

以
上
の
よ
う
に
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
家
族
・
感
情
的
要
素
を
強
調
す
る
議
論
が
多
く
存
在
す
る
た
め
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
社
会
関

係
資
本
論
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
側
面
に
つ
い
て
よ
り
明
確
な
立
場
を
と
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

３

実
証
分
析
へ
の
含
意

実
証
分
析
に
お
い
て
社
会
関
係
資
本
と
い
う
概
念
に
何
を
包
含
さ
せ
る
の
か
は
、
分
析
者
が
こ
の
概
念
を
用
い
て
ど
の
よ
う
な
因
果

関
係
を
分
析
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
十
分
意
識
し
、
か
つ
そ
れ
を
明
示
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
基
本
的
に
は
分
析
者
の
自
由

で
あ
る
。
い
い
換
え
れ
ば
、
社
会
関
係
資
本
の
唯
一
の
正
し
い
規
定
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
た
だ
分
析
目
的
に

応
じ
て
そ
の
都
度
適
切
な
社
会
関
係
資
本
の
操
作
的
定
義
が
設
定
さ
れ
る
に
過
ぎ
な（
２４
）

い
。

ゆ
え
に
今
後
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
家
族
に
よ
り
関
連
づ
け
て
社
会
関
係
資
本
の
分
析
を
行
っ
て
い
く
こ
と
自
体
は
直
ち
に
誤
り

と
い
う
訳
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
的
な
要
素
と
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
的
な
要
素
を
は
っ
き
り
と

峻
別
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
が
無
自
覚
の
う
ち
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
、
過
去
に
対
す
る
郷
愁
心
に

基
づ
く
指
標
選
択
の
恣
意
性
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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三

支
配
階
級
内
の
社
会
関
係
資
本

１

グ
レ
ン
・
ラ
ウ
リ
ー
（G

len
n

C
.L

ou
ry

）

パ
ッ
ト
ナ
ム
が
主
催
す
る
サ
ワ
ー
ロ
・
セ
ミ
ナ
ー
の
参
加
研
究
者
の
一
人
と
し
て
名
を
連
ね
る
経
済
学
者
グ
レ
ン
・
ラ
ウ
リ
ー
は
、

二
〇
年
以
上
前
に
現
在
と
は
全
く
異
な
る
意
味
合
い
で
社
会
関
係
資
本
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
人
物
で
あ（
２５
）

る
。

ラ
ウ
リ
ー
が
七
〇
年
代
に
取
り
組
ん
だ
テ
ー
マ
と
は
、
彼
自
ら
が
黒
人
と
し
て
経
験
し
て
き
た
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
根
強
く
残
る
人

種
間
の
不
平
等
問
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
彼
が
「
人
種
間
収
入
格
差
の
動
態
的
理
論
」
と
い
う
論（
２６
）

文
で
注
目
し
た
の
が
、
黒
人
と
白
人

の
間
で
の
収
入
格
差
問
題
で
あ
っ
た
。

従
来
の
経
済
理
論
で
は
、
雇
用
機
会
に
お
い
て
黒
人
が
白
人
よ
り
も
不
利
な
立
場
に
あ
る
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
人
的
資
本

（h
u

m
an

capital

）
獲
得
の
た
め
に
投
入
さ
れ
る
資
源
量
の
違
い
が
注
目
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
黒
人
は
た
と
え
能
力
・
資
質
が

あ
っ
て
も
十
分
な
資
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
た
め
に
、
高
等
教
育
を
受
け
る
機
会
を
逸
し
て
お
り
、
人
的
資
本
を
あ
ま
り
獲
得
で

き
ず
雇
用
機
会
で
不
利
を
受
け
て
い
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
人
が
自
己
の
能
力
を
最
大
限
発
達
さ
せ
る
機
会
を
平

等
に
保
障
し
て
や
れ
ば
人
種
間
の
収
入
格
差
は
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
以
上
の
よ
う
な
経
済
理
論
に
立
脚
し
て
「
機
会
の
平

等
」
政
策
が
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
「
機
会
の
平
等
」
が
保
障
さ
れ
て
も
人
種
間
の
収
入
格
差
は
一
向
に
縮
小
し
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
ラ
ウ
リ
ー
は
、
従
来
の
理
論
が
人
的
資
本
獲
得
過
程
に
潜
む
社
会
経
済
的
背
景
要
因
を
無
視
し
て
き
た
こ
と
を
批
判
す
る
。

黒
人
の
子
供
達
は
、
育
て
ら
れ
る
環
境
、
初
等
・
中
等
教
育
の
質
、
就
職
時
の
人
脈
な
ど
の
、
親
の
社
会
経
済
的
地
位
に
よ
っ
て
大
き

く
左
右
さ
れ
る
様
々
な
要
因
で
見
て
も
、
白
人
の
子
供
達
よ
り
も
相
当
不
利
な
立
場
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
能
力
形
成
の
あ
ら
ゆ
る
局
面

で
、
出
自
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
社
会
経
済
的
背
景
要
因
が
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
高
等
教
育
を
受
け
る
段
階
で

社会関係資本の二つの「原型」とその含意
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の
能
力
に
応
じ
た
教
育
機
会
を
平
等
に
保
障
す
る
だ
け
で
は
、
社
会
的
出
自
に
よ
る
不
利
は
殆
ど
是
正
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

人
的
資
本
獲
得
過
程
に
お
い
て
、
黒
人
は
黒
人
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
自
体
で
不
利
を
受
け
、
逆
に
白
人
は
白
人
と
し
て
生
ま
れ
る

こ
と
自
体
で
有
利
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
、
ラ
ウ
リ
ー
は
社
会
関
係
資
本
と
い
う
言
葉
を
以
下
の
よ
う
に
用
い
る
。

「
標
準
的
な
人
的
資
本
の
特
徴
を
獲
得
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
社
会
的
地
位
の
影
響
力
を
表
現
す
る
た
め
に
、『
社
会
関
係
資
本
』

と
い
う
概
念
を
用
い
る
の
は
有
益
か
も
し
れ
な
い
。
測
定
上
の
問
題
点
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
こ
の
ア
イ
デ
ア
は
、
個
人
の
収
入
程
度

は
個
人
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
社
会
的
な
力
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
分
析
者
の
目
を
向
け
さ
せ
る
利
点
が
あ

る（
２７
）

」。
ま
た
、
別
の
論
文
で
は
「
人
は
『
社
会
関
係
資
本
』
と
で
も
呼
び
う
る
も
の
、
す
な
わ
ち
親
の
行
動
に
よ
っ
て
運
ば
れ
、
後
の

人
生
の
生
産
力
に
影
響
を
与
え
る
、
譲
渡
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
ま
れ
に
よ
る
利
点
を
与
え
ら
れ
て
人
生
を
始
め
る
」
と
も
表
現
し

て
い（
２８
）

る
。

以
上
の
よ
う
に
ラ
ウ
リ
ー
は
、
人
種
間
収
入
格
差
の
原
因
を
解
明
す
る
中
で
、
人
的
資
本
獲
得
過
程
に
お
け
る
社
会
的
出
自
に
よ
る

利
点
を
表
わ
す
た
め
に
社
会
関
係
資
本
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
。

２

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
（P

ierre
B

ou
rdieu

）

ラ
ウ
リ
ー
が
社
会
関
係
資
本
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た
も
の
を
、
よ
り
体
系
的
な
理
論
と
し
て
独
自
に
定
式
化
し

た
の
が
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
で
あ（
２９
）

る
。
彼
は
六
〇
年
代
に
始
ま
る
一
連
の
教
育
社
会
学
的
研
究
を
通
じ
て
、

学
校
教
育
が
潜
在
的
に
果
た
し
て
い
る
階
級
構
造
の
「
再
生
産
」
機
能
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
教
育
の
「
再
生
産
」
機
能

を
分
析
す
る
上
で
用
い
ら
れ
た
の
が
、
有
名
な
「
文
化
資
本
（capitalcu

ltu
rel

）」
概
念
で
あ
る
。

文
化
資
本
は
通
例
三
つ
の
形
態
を
と
っ
て
存
在
す
る
と
さ
れ
る
。
ま
ず
、
話
し
言
葉
や
芸
術
鑑
賞
能
力
の
よ
う
に
「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス

（h
abitu

s

）」
と
し
て
所
有
者
の
身
体
に
す
り
込
ま
れ
る
「
身
体
化
さ
れ
た
様
態
（l’état

in
corporé

）」。
次
に
、
書
物
、
絵
画
、
辞

論 説
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典
な
ど
の
文
化
財
の
形
を
と
る
「
客
体
化
さ
れ
た
様
態
（l’état

objectivé

）」。
第
三
に
、
学
歴
資
格
の
形
を
と
る
「
制
度
化
さ
れ
た

様
態
（l’état

in
stitu

tion
n

alisé

）」。
こ
れ
ら
の
形
態
を
と
る
文
化
資
本
を
多
く
保
持
す
る
者
ほ
ど
、
教
育
の
場
に
お
い
て
成
功
す

る
。
問
題
な
の
は
、
こ
の
文
化
資
本
の
親
か
ら
子
へ
の
相
続
継
承
が
、
経
済
資
本
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
潜
在
的
か
つ
高
度

に
隠
蔽
さ
れ
つ
つ
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
単
に
あ
る
個
人
が
相
続
継
承
し
た
文
化
資
本
の
量
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
、

個
人
の
生
ま
れ
つ
き
の
能
力
・
才
能
の
違
い
と
と
ら
え
る
誤
認
が
生
じ
て
し
ま
う
。「
文
化
資
本
の
秘
密
裏
の
継
承
」
と
い
う
隠
さ
れ

た
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
教
育
を
通
じ
た
階
級
構
造
の
再
生
産
が
行
わ
れ
て
い
る
事
実
を
我
々
は
見
逃
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
ブ
ル

デ
ュ
ー
は
主
張
し
て
い（
３０
）

る
。

以
上
の
文
化
資
本
概
念
を
さ
ら
に
敷
衍
し
て
い
く
中
で
導
出
さ
れ
て
き
た
の
が
、
彼
の
社
会
関
係
資
本
（capitalsocial

）
概
念
で

あ
る
。
彼
の
定
義
に
よ
る
と
、
社
会
関
係
資
本
と
は
「
相
互
認
識
（
知
り
あ
い
）
と
相
互
承
認
（
認
め
あ
い
）
と
か
ら
な
る
、
多
少
な

り
と
も
制
度
化
さ
れ
た
も�

ろ�

も�

ろ�

の�

持�

続�

的�

な�

関�

係�

ネ�

ッ�

ト�

ワ�

ー�

ク�

を
所
有
し
て
い
る
こ
と
と
密
接
に
む
す
び
つ
い
て
い
る
、
現
実
的

な
い
し
は
潜
在
的
資
力
の
総
体
」、
あ
る
い
は「（
観
察
者
、
他
者
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
自
身
に
よ
っ
て
も
知
覚
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
）

共
通
の
特
性
を
所
有
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
永
続
的
で
役
に
た
つ
結�

合�

関�

係�

に
よ
っ
て
も
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
、
一�

集�

団�

へ�

の�

所�

属�

と
密
接
に
む
す
び
つ
い
て
い
る
資
力
の
総
体
」（
強
調
は
原
文
）
で
あ（
３１
）

る
。

こ
の
社
会
関
係
資
本
は
、
あ
る
行
為
主
体
が
経
済
資
本
や
文
化
資
本
か
ら
得
る
収
益
を
大
き
く
増
幅
さ
せ
る
効
果
を
持
つ
と
さ
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
貴
族
、
上
流
ク
ラ
ブ
な
ど
の
同
質
性
の
高
い
集
団
、
あ
る
い
は
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
、
狩
猟
、
夜
会
な
ど
の
上
流
階
級
の
社

交
場
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
関
係
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
い
わ
ゆ
る
「
人
脈
」）
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
「
人
脈
」
は
、「
正
統

的
交
換
を
有
利
に
し
、
非
正
統
的
交
換
を
排
除
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
属
メ
ン
バ
ー
だ
け
に
一
定
の
利
益
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

逆
に
、
あ
る
個
人
が
保
持
す
る
社
会
関
係
資
本
の
量
は
、
そ
の
個
人
が
所
有
す
る
経
済
資
本
や
文
化
資
本
の
量
に
大
き
く
左
右
さ
れ

社会関係資本の二つの「原型」とその含意
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る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
関
係
資
本
を
構
成
し
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
関
係
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
開
始
さ
れ
、
そ
れ
が
持
続
し
て
い
く

た
め
に
は
、
物
質
的
交
換
と
象
徴
的
交
換
の
双
方
を
通
じ
た
相
互
認
知
・
相
互
承
認
の
過
程
が
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
（
�
〈
再
―
認

識
〉re-con

n
aissan

ce

）
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
・
再
生
産
の
た
め
に
は
、
特
定
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
・
芸
術
鑑
賞
能
力
な
ど
の
相
応
の
文
化
資
本
や
、
経
費
・
会
費
な
ど
の
形
で
徴
収
さ
れ
る
相
応
の
経
済
資
本
が
求

め
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
時
間
や
努
力
の
支
出
も
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
支
出
自
体
が
経
済
資
本
の
価
値
に
換
算
で
き
る
も
の
で

あ
る
。
社
会
関
係
資
本
を
得
る
た
め
に
は
、
以
上
の
コ
ス
ト
負
担
に
耐
え
う
る
だ
け
の
経
済
資
本
・
文
化
資
本
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
い
い
換
え
る
と
、
多
く
の
経
済
資
本
と
文
化
資
本
を
投
資
で
き
る
者
ほ
ど
、
多
く
の
社
会
関
係
資
本
を
蓄
積
し
、
そ
こ
か
ら
多
大

な
収
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。

ブ
ル
デ
ュ
ー
は
後
年
著
し
た
「
資
本
の
諸
形
態
」
と
題
す
る
論
文
の
中
で
、
以
上
の
文
化
資
本
・
社
会
関
係
資
本
を
経
済
資
本
と
関

係
づ
け
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
一
つ
の
体
系
的
理
論
と
し
て
定
式
化
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
資
本
は
「
蓄
積
さ
れ
た
労
働

（accu
m

u
lated

labor

）」、
あ
る
い
は
「
利
益
を
生
産
し
、
そ
れ
自
体
を
同
じ
形
か
よ
り
拡
大
し
た
形
か
で
再
生
産
す
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
潜
在
能
力
」
と
し
て
広
く
定
義
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
資
本
は
経
済
資
本
、
文
化
資
本
、
社
会
関
係
資
本
と
い
う
三
つ
の
外
観

（gu
ise

）
を
と
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
と
さ
れ
る
。
三
つ
の
資
本
の
中
で
最
も
基
本
と
な
る
の
が
、
我
々
が
通
常
想
起
す
る
意
味
で
の

資
本
で
あ
り
、
か
つ
直
接
金
銭
に
変
換
す
る
こ
と
の
で
き
る
経
済
資
本
で
あ
る
。
他
の
資
本
は
こ
の
経
済
資
本
の
「
変
形
・
偽
装
形
」

と
考
え
ら
れ
る
。
経
済
資
本
は
（
広
義
の
）
労
働
時
間
の
支
出
を
通
し
て
他
の
二
つ
の
資
本
に
変
換
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ブ
ル
デ
ュ
ー

は
結
論
と
し
て
、
今
日
の
開
か
れ
た
教
育
シ
ス
テ
ム
の
出
現
に
よ
っ
て
、
経
済
資
本
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
親
か
ら
子
に
伝
達
す
る
よ
う

な
階
級
構
造
の
再
生
産
は
実
行
が
困
難
に
な
っ
た
が
、
経
済
資
本
を
文
化
資
本
・
社
会
関
係
資
本
の
形
に
変
換
し
て
偽
装
す
る
こ
と
で
、

そ
れ
を
伝
達
す
る
よ
う
な
再
生
産
が
依
然
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
鋭
く
指
摘
し
て
い（
３２
）

る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
文
化
資
本
と
共
に
階
級
構
造
再
生
産
の
隠
さ
れ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
機
能
す
る
、
上
流
階
級
の

排
他
的
な
関
係
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
表
わ
す
た
め
に
社
会
関
係
資
本
と
い
う
概
念
を
用
い
た
。

３

小

括

ラ
ウ
リ
ー
と
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
社
会
関
係
資
本
は
、
い
ず
れ
も
「
支
配
階
級
だ
け
が
保
持
す
る
何
ら
か
の
利
点
」
を
表
わ
す
も
の
で
あ

っ
た
。
白
人
や
上
流
階
級
は
、
自
分
達
だ
け
の
排
他
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
「
資
産
」
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を

親
か
ら
子
に
相
続
継
承
さ
せ
る
こ
と
で
、
教
育
や
就
職
の
面
で
黒
人
や
労
働
者
階
級
に
対
し
て
優
位
性
を
保
ち
、
も
っ
て
不
平
等
な
社

会
構
造
・
階
級
構
造
を
再
生
産
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
彼
ら
の
議
論
の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
社
会
関
係
資
本
は

支
配
階
級
の
み
が
専
有
す
る
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
の
社
会
関
係
資
本
は
現
在
の
概
念
に
比
べ
る
と
、

経
済
資
本
や
不
平
等
の
問
題
と
よ
り
密
接
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
ラ
ウ
リ
ー
と
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
議
論
は
、

「
支
配
階
級
内
の
社
会
関
係
資
本
」
と
い
う
「
原
型
」
を
示
し
て
い
る
。

四

社
会
関
係
資
本
・
経
済
資
本
・
不
平
等

１

経
済
資
本
・
経
済
変
動
と
の
関
係

ラ
ウ
リ
ー
や
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
議
論
に
お
い
て
、
社
会
関
係
資
本
は
経
済
資
本
と
親
和
的
な
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
経
済
資
本
そ
の

も
の
の
「
変
形
・
偽
装
形
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
で
は
、
現
在
の
社
会
関
係
資
本
概
念
と
経
済
資
本
は
一
体
ど
の
よ
う
な
関

係
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
社
会
関
係
資
本
と
い
う
概
念
で
表
わ
さ
れ
る
も
の
は
「
資
本
（capital

）」
と
呼
び
う
る
の
か
、

と
い
う
論
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
賛
否
両
論
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
経
済
学
者
の
ア
ロ
ー
や
ソ
ロ
ー
は
、
社
会
関
係
資
本
概
念
で
扱
わ

社会関係資本の二つの「原型」とその含意
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れ
る
信
頼
・
規
範
な
ど
が
経
済
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
を
十
分
に
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
を
資
本
と
呼
ぶ
こ
と
に

は
極
め
て
批
判
的
で
あ
る
。
ア
ロ
ー
は
、
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
経
済
的
価
値
以
外
の
理
由
か
ら
構
築
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ

れ
ゆ
え
社
会
関
係
資
本
概
念
に
は
資
本
概
念
の
重
要
な
要
件
の
一
つ
で
あ
る
「
将
来
利
益
の
た
め
に
現
在
に
お
い
て
意
図
的
に
払
う
犠

牲
」
の
要
素
が
欠
け
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。
よ
っ
て
そ
れ
を
資
本
と
呼
ぶ
の
は
適
切
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
同
様
に
ソ
ロ
ー

も
、
何
を
も
っ
て
投
資
と
し
何
が
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
る
の
か
が
曖
昧
で
あ
り
、
投
資
に
対
す
る
収
益
率
を
は
っ
き
り
と
測
定
で
き
な
い
社

会
関
係
資
本
を
、
資
本
と
と
ら
え
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
し
て
い（
３３
）

る
。

他
方
、
諸
富
は
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
包
括
的
な
資
本
概
念
を
援
用
し
つ
つ
、
互
酬
的
行
動
を
「
フ
ロ
ー
」、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
厚
み
を

「
ス
ト
ッ
ク
」
と
考
え
る
こ
と
で
、
社
会
関
係
資
本
を
資
本
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
同
じ
く
リ

ン
も
、
資
本
を
「
市
場
に
お
い
て
収
益
を
期
待
し
て
行
わ
れ
る
資
源
の
投
資
」
と
定
義
し
た
上
で
、
社
会
関
係
資
本
は
収
益
を
期
待
し

て
行
わ
れ
る
「
社
会
関
係
（social
relation

s

）」
に
対
す
る
投
資
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
資
本
の
一
種
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
と
し
て
い（
３４
）

る
。

資
本
と
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
肯
定
・
否
定
い
ず
れ
の
立
場
を
と
る
に
し
て
も
、
社
会
関
係
資
本
が
、
無
形
性
・
計
測
の
困
難
さ
・
意

図
的
な
投
資
行
為
の
欠
如
な
ど
の
、
通
常
の
意
味
で
の
資
本
と
は
異
な
る
側
面
を
持
つ
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
議
論
が
経
済
学
上
の
資
本
概
念
と
の
整
合
性
か
ら
資
本
と
呼
ぶ
こ
と
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
他

方
、
言
葉
の
持
つ
規
範
的
含
意
の
側
面
か
ら
資
本
と
呼
ぶ
こ
と
を
問
題
視
す
る
主
張
も
あ
る
。
ス
ミ
ス
＆
ク
リ
ニ
ッ
チ
は
、
社
会
関
係

資
本
と
い
う
言
葉
が
持
つ
「
政
治
性
」
を
批
判
し
て
い
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、「
資
本
」
と
い
う
言
葉
は
経
済
学
的
な
思
考
法
、
個
人

主
義
的
か
つ
金
銭
重
視
の
価
値
観
と
密
接
不
可
分
な
も
の
で
あ
り
、「
言
語
が
世
界
を
構
成
す
る
」
以
上
、
そ
の
言
葉
を
用
い
て
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
・
公
的
生
活
・
規
範
な
ど
を
描
こ
う
と
す
る
社
会
関
係
資
本
論
の
企
図
は
危
険
で
あ
る
、
と
い
う
。
つ
ま
り
「
社
会
関
係
資

論 説
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本
」と
い
う
タ
ー
ム
は
、「
公
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
私
化
」し
、「
公
的
相
互
作
用
を
経
済
的
取
引
の
言
語
で
描
く
こ
と
を
許
す
」

こ
と
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
市
場
経
済
や
資
本
主
義
に
対
す
る
批
判
的
な
思
考
を
我
々
か
ら
奪
い
取
り
、
暗
黙
の
う
ち
に
市
場
や
資
本
主

義
を
正
統
化
す
る
作
用
を
果
た
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
結
論
と
し
て
社
会
関
係
資
本
を
、「
社
会
的
能
力
（social

capacity
）」
な
い
し
は
「
社
会
的
資
源
（social

resou
rce

）」
と
呼
び
か
え
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い（
３５
）

る
。
彼
ら
の
議
論
も
ま
た
、
社

会
関
係
資
本
は
経
済
資
本
と
質
的
に
異
な
る
と
主
張
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
現
在
の
社
会
関
係
資
本
概
念
は
経
済
資
本
と
異
な
る
側
面
を
持
つ
も
の
、
場
合
に
よ
っ
て
は
対
抗
的
な
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
現
在
の
概
念
は
、
ラ
ウ
リ
ー
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
「
支
配
階
級
内
の
社
会
関
係
資
本
」
と
い

う
「
原
型
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

社
会
関
係
資
本
が
経
済
資
本
と
対
抗
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
経
済
的
要
因
は
社
会
関
係
資
本
の
増
減
に
一
定

の
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
と
り
わ
け
、
八
〇
年
代
以
降
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
新
自
由
主
義
的

経
済
シ
ス
テ
ム
、
お
よ
び
企
業
売
買
や
リ
ス
ト
ラ
な
ど
を
積
極
的
に
推
し
進
め
る
投
機
的
な
資
本
主
義
の
興
隆
、
あ
る
い
は
「
ニ
ュ
ー

エ
コ
ノ
ミ
ー
」
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
、
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
な
経
済
変
動
は
見
逃
せ
な
い
。
そ
れ
ら
が
、
雇
用
不
安
、
貧

富
の
差
の
拡
大
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
破
壊
な
ど
の
形
で
、
社
会
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
広
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

（
３６
）

る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
社
会
関
係
資
本
の
増
減
に
一
定
の
影
響
を
与
え
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
議
論
に
お
い
て
は
、「
社
会
関
係
資
本
が
経
済
発
展
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
逆
の
因
果
関
係
に
つ
い

て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
経
済
変
動
が
社
会
関
係
資
本
の
増
減
に
影
響
を
及
ぼ
す
」
と
い
う
因
果
関
係
に
関
し
て
言
及
さ

れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
い
。
例
え
ばB

ow
lin

g
A

lon
e

に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
の
社
会
関
係
資
本
減
少
の
原
因
を
検
討
す
る
際
に
、

大
企
業
・
資
本
主
義
・
市
場
に
関
し
て
語
ら
れ
る
の
は
ご
く
僅
か
で
あ
る
。
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、
ア
メ
リ
カ
が
数
世
紀
に
渡
っ
て
市
場
資

社会関係資本の二つの「原型」とその含意
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本
主
義
を
維
持
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
ア
メ
リ
カ
の
社
会
関
係
資
本
の
水
準
は
上
下
変
動
し
て
き
た
こ
と
を
挙
げ
て
、「
定
数
は

変
数
を
説
明
で
き
な
い
」
と
い
う
単
純
な
ロ
ジ
ッ
ク
で
、
こ
れ
ら
の
経
済
的
要
因
を
社
会
関
係
資
本
減
少
の
原
因
か
ら
除
外
し
て
い
る
。

他
方
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
は
、
ヘ
イ
ン
グ
の
「
企
業
の
脱
地
方
化
」
の
議（
３７
）

論
に
依
拠
し
つ
つ
、
一
定
の
範
囲
内
で
社

会
関
係
資
本
減
少
に
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
ヘ
イ
ン
グ
の
議
論
は
「
企
業
の
脱
地
方
化
」
に
伴
い
地
元
の
地

域
活
動
や
慈
善
活
動
を
担
っ
て
い
た
地
方
ビ
ジ
ネ
ス
エ
リ
ー
ト
が
消
失
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
み
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般

の
人
々
が
市
民
的
積
極
参
加
（civic

en
gagem

en
t

）
を
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
も
述
べ
て
い
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、
新
自
由
主
義
経
済
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
経
済
変
動
が
社
会
関
係
資
本
に
与
え
る
影
響

を
過
小
評
価
し
、
そ
れ
ら
を
殆
ど
考
慮
に
入
れ
て
い
な（
３８
）

い
。

こ
の
よ
う
な
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
、
あ
る
種
不
自
然
と
も
い
え
る
経
済
的
イ
シ
ュ
ー
回
避
の
態
度
は
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
よ
り
積
極
的
に
経
済
変
動
が
社
会
関
係
資
本
に
与
え
る
影
響
を
検
討
し
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
。
例

え
ば
ス
テ
ィ
ガ
ー
は
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
が
い
う
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
資
本
主
義
は
ず
っ
と
一
定
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
く
、
二
〇
年
代
の「
レ

ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
資
本
主
義
」、
五
〇
年
代
・
六
〇
年
代
の
「
福
祉
資
本
主
義
」、
九
〇
年
代
の
「
タ
ー
ボ
資
本
主
義
」
と
変
化
し
て
き

た
こ
と
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
はB

ow
lin

g
A

lon
e

内
の
「
金
ぴ
か
時
代
」
と
革
新
主
義
時
代
の（
３９
）

章
で
は
経
済
的
要
因
が
社
会
的
連
帯
を
破

壊
す
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
自
己
矛
盾
し
た
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、
社
会
関
係
資
本
減
少
の
主
要
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
テ
レ

ビ
の
視
聴
自
体
も
結
局
の
と
こ
ろ
新
自
由
主
義
経
済
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
、
な
ど
を
挙
げ
て
パ
ッ

ト
ナ
ム
の
見
解
を
批
判
し
て
い（
４０
）

る
。
同
様
に
エ
ド
ワ
ー
ズ
＆
フ
ォ
ー
レ
イ
や
ベ
ネ
ッ
ト
も
、
雇
用
不
安
や
福
祉
国
家
の
衰
退
な
ど
の
経

済
変
動
こ
そ
が
、
人
々
の
生
活
に
対
す
る
不
安
感
を
惹
起
せ
し
め
、
も
っ
て
市
民
的
積
極
参
加
の
衰
退
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
、
と
指

摘
し
て
い（
４１
）

る
。
以
上
に
関
連
し
市
民
社
会
論
の
分
野
で
、
市
民
社
会
に
対
す
る
経
済
的
要
因
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
強
調
し
て
い
る
バ
ー
バ
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ー
や
エ
ー
レ
ン
バ
ー
グ
の
議
論
も
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ（
４２
）

う
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
社
会
関
係
資
本
と
経
済
変
動
と
の
関
係
に
つ
い
て
何
ら
か
の
形
で
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

２

不
平
等
問
題
の
強
調

ラ
ウ
リ
ー
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
「
支
配
階
級
内
の
社
会
関
係
資
本
」
は
、
白
人
や
富
裕
層
な
ど
の
支
配
階
級
だ
け
が
専
有
し
排
他
的
に

利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
一
種
の
私
的
財
で
あ
っ
た
。
社
会
関
係
資
本
の
も
た
ら
す
恩
恵
が
そ
れ
を
保
持
し
な
い
人
々
、
す
な
わ
ち
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
や
貧
困
層
に
ま
で
「
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
」
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
れ
は
本
質
的
に
不
平
等
に
分
配
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
さ
ら
な
る
不
平
等
の
再
生
産
に
資
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
「
原
型
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
現
在
の
議
論
に
お

い
て
も
「
不
平
等
問
題
の
強
調
」
と
い
う
形
で
強
く
残
っ
て
い
る
。

信
頼
感
や
結
社
参
加
の
指
標
を
用
い
て
測
定
さ
れ
る
社
会
関
係
資
本
の
量
は
、
人
種
・
学
歴
・
収
入
に
よ
っ
て
大
き
な
格
差
が
あ
る
。

ホ
ー
ル
は
戦
後
約
五
〇
年
間
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
関
係
資
本
の
推
移
を
調
べ
る
中
で
、
中
産
階
級
と
労
働
者
階
級
の
間
で
は
保

持
さ
れ
る
社
会
関
係
資
本
の
量
に
格
差
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
差
は
拡
大
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
同
様
に
ウ
ス
ノ
ウ
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
会
関
係
資
本
の
減
少
は
特
権
層
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
黒
人
・
低
学
歴
・
低
所
得
の
底
辺
層
に
集
中
し
て
見

ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
両
者
は
共
に
、
一
国
単
位
で
の
社
会
関
係
資
本
水
準
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
一
国
内
で
の
社
会
関
係

資
本
の
不
平
等
な
分
配
状
況
を
問
題
に
す
べ
き
だ
と
し
て
い
（
４３
）

る
。
ヴ
ァ
ー
バ
ら
の
象
徴
的
な
表
現
で
い
い
換
え
れ
ば
、「
ど
の
く
ら
い

の
数
の
人
が
ボ
ウ
リ
ン
グ
を
す
る
の
か
、
彼
ら
は
一
人
で
ボ
ウ
リ
ン
グ
を
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
連
盟
に
入
っ
て
す
る
の
か
」
と
い
う

問
い
だ
け
で
は
な
く
、「
誰
が
ボ
ウ
リ
ン
グ
を
す
る
の
か
（w

h
o

bow
ls

?
）」
と
い
う
問
い
が
必
要
な
の
で
あ（
４４
）

る
。

こ
の
不
平
等
問
題
に
関
し
て
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
自
身
は
い
か
な
る
判
断
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
社
会
関
係
資
本
が「
し

ば
し
ば
社
会
的
階
層
化
を
強
化
す
る
」
こ
と
、「
一
九
五
〇
年
代
の
豊
か
な
社
会
関
係
資
本
は
人
種
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
階
級
の
ラ
イ
ン

社会関係資本の二つの「原型」とその含意
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に
沿
っ
て
し
ば
し
ば
排
除
的
で
あ
っ
た
」
こ
と
、
あ
る
い
は
「
持
て
る
者
は
持
た
ざ
る
者
よ
り
は
る
か
に
多
く
の
市
民
的
活
動
に
積
極

参
加
す
る
」
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
、
不
平
等
問
題
の
存
在
を
一
応
認
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
経
験
的
デ
ー
タ
は
「
社

会
関
係
資
本
と
平
等
は
相
矛
盾
す
る
の
で
は
な
く
相
互
強
化
的
で
あ
る
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
も
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
時
系
列

的
に
見
れ
ば
、
社
会
関
係
資
本
が
豊
か
で
あ
っ
た
五
〇
年
代
・
六
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
は
財
産
・
収
入
分
布
の
面
で
よ
り
平
等
で
あ
っ

た
こ
と
、
そ
の
後
社
会
関
係
資
本
の
減
少
と
共
に
経
済
的
不
平
等
が
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
が
い
え（
４５
）

る
。
ま
た
現
在
の
州
別
デ
ー
タ
を

見
れ
ば
、
社
会
関
係
資
本
指
数
で
高
い
値
を
示
す
州
ほ
ど
収
入
分
布
や
政
治
参
加
度
が
よ
り
平
等
で
あ
る
こ
と
が
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
れ
ら
の
証
拠
を
見
る
限
り
で
は
、
因
果
の
方
向
（
社
会
関
係
資
本
が
平
等
を
も
た
ら
す
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
な
の
か
）
は
確
定

で
き
ず
、
別
の
変
数
が
介
在
す
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
社
会
関
係
資
本
と
平
等
は
一
定
の
正
の
相
関
関
係
に
あ
っ
て
、

社
会
関
係
資
本
が
必
ず
し
も
不
平
等
に
つ
な
が
る
訳
で
は
な
い
こ
と
を
デ
ー
タ
は
示
し
て
い
る
、
と
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
主
張
す（
４６
）

る
。

こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
ミ
ク
ロ
な
個
人
レ
ベ
ル
で
見
た
場
合
に
社
会
関
係
資
本
が
不
平
等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、

そ
れ
自
体
が
直
ち
に
マ
ク
ロ
な
社
会
レ
ベ
ル
で
の
議
論
に
お
い
て
問
題
と
な
る
訳
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
関
係
資

本
は
私
的
財
の
性
質
を
持
つ
と
同
時
に
公
共
財
の
性
質
も
併
せ
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
社
会
に
お
け
る
社
会
関
係
資
本
の
豊
か
さ
の

恩
恵
は
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
、
個
人
と
し
て
は
社
会
関
係
資
本
を
保
有
し
な
い
者
に
ま
で
「
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
」
す
る
、
と
い
う
こ

と
は
現
在
の
社
会
関
係
資
本
論
の
重
要
な
前
提
で
あ（
４７
）

る
。
ゆ
え
に
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
見
解
の
よ
う
に
、
ミ
ク
ロ
な
個
人
レ
ベ
ル
で
社
会

関
係
資
本
が
不
平
等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
マ
ク
ロ
な
社
会
レ
ベ
ル
の
社
会
関
係
資
本
は
社
会
レ
ベ
ル
の
平
等
度
と

相
互
強
化
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
実
は
整
合
性
を
持
ち
う
る
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え

ば
、
ホ
ー
ル
や
ウ
ス
ノ
ウ
が
示
し
た
ミ
ク
ロ
な
個
人
レ
ベ
ル
の
証
拠
は
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
が
示
す
マ
ク
ロ
な
社
会
レ
ベ
ル
で
の
分
析
結
果

を
何
ら
反
駁
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
平
等
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
、
ど
の
レ
ベ
ル
の
議
論
を
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
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が
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
つ
の
か
、
に
留
意
し
つ
つ
議
論
を
進
め
る
必
要
が
あ
ろ（
４８
）

う
。

他
方
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
と
同
じ
マ
ク
ロ
な
社
会
レ
ベ
ル
の
実
証
分
析
に
お
い
て
も
、
不
平
等
問
題
は
近
年
強
調
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
例
え

ば
、
ナ
ッ
ク
＆
キ
ー
フ
ァ
は
世
界
価
値
観
調
査
（W

orld
V

alu
es

S
u

rvey

）
の
国
別
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
収
入
の
平
等
度
や
民
族
的

な
同
質
性
の
高
さ
が
信
頼
や
協
調
的
規
範
の
醸
成
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ス
タ
＆

カ
ー
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
関
係
資
本
減
少
の
直
接
的
な
要
因
と
し
て
、
収
入
の
不
平
等
度
・
人
種
の
分
裂
度
・
出
生
地
の
分
裂
度

な
ど
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
異
質
化
」
を
表
わ
す
変
数
が
有
意
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。
同
様
に
、
ヘ
ロ
も
ア
メ
リ
カ
の
州
別

デ
ー
タ
を
用
い
て
、
州
ご
と
の
社
会
関
係
資
本
水
準
と
人
種
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
同
質
性
が
正
の
相
関
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い（
４９
）

る
。
こ
の
よ
う
な
実
証
分
析
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
関
係
資
本
と
平
等
は
両
立
す
る
の
か
否
か
が
次
第
に

明
ら
か
と
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

今
日
の
市
民
社
会
論
の
源
流
を
な
す
と
い
わ
れ
る
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
民
主
主
義
論
は
、
一
八
三
〇
年
代
の
ア
メ
リ

カ
社
会
で
見
ら
れ
た
「
諸
条
件
の
平
等
」
に
対
す
る
驚
嘆
の
言
葉
と
共
に
始
ま
っ
て
い
る
。「
ネ
オ
・
ト
ク
ヴ
ィ
リ
ア
ン
」
と
称
さ
れ

る
パ
ッ
ト
ナ
ム
や
社
会
関
係
資
本
論
を
展
開
す
る
他
の
論
者
に
と
っ
て
も
、「
民
主
主
義
と
平
等
」
に
関
す
る
議
論
は
今
後
と
も
欠
か

せ
な
い
テ
ー
マ
で
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ（
５０
）

う
。

３

実
証
分
析
へ
の
含
意

第
一
に
、
社
会
関
係
資
本
と
経
済
資
本
・
経
済
変
動
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
社
会
状
況
を
記
述
す
る
質
的
な
事
例
研
究
こ

そ
あ
れ
、
経
験
的
な
デ
ー
タ
を
用
い
た
数
量
的
な
分
析
は
殆
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
マ
ク

ロ
な
経
済
変
動
が
マ
ク
ロ
な
社
会
レ
ベ
ル
の
社
会
関
係
資
本
水
準
に
与
え
る
影
響
、
あ
る
い
は
経
済
的
不
安
が
人
々
の
参
加
や
信
頼
感

・
規
範
に
与
え
る
影
響
な
ど
を
数
量
的
に
検
証
す
る
分
析
を
今
後
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

社会関係資本の二つの「原型」とその含意
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第
二
に
、
社
会
関
係
資
本
と
不
平
等
問
題
に
つ
い
て
は
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
な
分
析
レ
ベ
ル
の
違
い
に
基
づ
く
議
論
の
齟
齬
を
回

避
し
つ
つ
、
ミ
ク
ロ
な
個
人
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
な
く
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
分
析
レ
ベ
ル
と
同
じ
マ
ク
ロ
な
社
会
レ
ベ
ル
で
も
分
析
を
進
め

て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

お

わ

り

に

本
稿
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
事
柄
は
、
日
本
に
お
け
る
社
会
関
係
資
本
研
究
に
ど
の
よ
う
な
含
意
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
後

日
本
で
進
め
ら
れ
る
べ
き
実
証
研
究
の
方
向
性
と
し
て
、
差
し
当
た
り
三
つ
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
で
本
稿
に
お
け
る
結
び
と
し
た
い
。

第
一
に
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
要
素
と
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
の
要
素
の
よ
り
厳
格
な
区
別
を
行
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
既

に
見
た
よ
う
に
、
社
会
関
係
資
本
論
に
お
い
て
は
二
つ
の
要
素
の
区
別
が
曖
昧
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
分
析
対
象
と
の
距
離
が
近
い

自
国
研
究
を
や
る
強
み
を
生
か
す
た
め
に
も
、
二
つ
の
要
素
を
厳
格
に
区
別
し
適
切
な
指
標
の
設
定
を
し
て
か
ら
日
本
に
お
け
る
社
会

関
係
資
本
を
測
定
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
家
族
や
町
内
会
な
ど
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
要
素
か
ら
構
成
さ

れ
る
「
古
い
社
会
関
係
資
本
（old

social
capital

）」
と
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
市
民
活
動
や
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
団
体
な
ど
の
「
ア
ソ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
」
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
新
し
い
社
会
関
係
資
本
（n

ew
social

capital

）」
と
い
う
二
つ
の
区
分
を
し
て
、
両
者
の
関

係
や
そ
れ
ぞ
れ
が
も
た
ら
す
効
果
の
差
異
な
ど
を
分
析
し
て
み
れ
ば
興
味
深
い
知
見
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
九
〇
年
代
の
日
本
が
経
験
し
た
大
き
な
経
済
変
動
・
社
会
変
動
が
日
本
の
社
会
関
係
資
本
水
準
に
与
え
た
影
響
を
分
析
し

て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
九
〇
年
代
の
日
本
経
済
・
社
会
は
、
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
と
デ
フ
レ
不
況
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
や
自
由
化
の
進
展
、
経
済
的
不
平
等
の
拡
大
、
ケ
ー
タ
イ
・
Ｉ
Ｔ
の
普
及
、
家
庭
・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
崩
壊
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・

市
民
活
動
の
成
長
な
ど
、
大
変
動
期
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
変
動
は
い
ず
れ
も
社
会
関
係
資
本
に
影
響
を
与
え
る
と

論 説
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考
え
ら
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
た
く
さ
ん
の
分
析
材
料
を
提
供
す
る
九
〇
年
代
の
日
本
は
、
他
の
年
代
に
比
べ
る
と
デ
ー
タ
が
入

手
し
や
す
い
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
格
好
の
分
析
対
象
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

第
三
に
、
社
会
関
係
資
本
と
政
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
分
析
を
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
パ
ッ
ト

ナ
ム
の
社
会
関
係
資
本
は
、
州
政
府
と
い
う
「
政
治
体
」
間
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
違
い
を
説
明
す
る
た
め
の
独
立
変
数
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
議
論
の
中
心
は
社
会
関
係
資
本
と
様
々
な
経
済
的
・
社
会
的
諸
変
数
と
の
関
係
を
問
う
総
花
的
な
も
の
へ
と
移
り
、
社
会
関

係
資
本
と「
政
治
」と
の
関
係
を
問
う
研
究
は
、
ミ
ク
ロ
な
個
人
レ
ベ
ル
の
社
会
関
係
資
本
と
政
治
参
加
度
と
の
関
係
を
問
う
も（
５１
）

の
を
除

け
ば
、
か
な
り
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
政
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
測
定
自
体
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
に
起

因
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
パ
ッ
ト
ナ
ム
がM
akin

g
D

em
ocracy

W
ork

の
中
で
用
い
た
、
イ
タ
リ
ア
の
文
脈
に
適
合
し
た
一
二
の

指
標
群
か
ら
な
る
「
制
度
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（in

stitu
tion

al
perform

an
ce

）」
指（
５２
）

数
の
意
義
は
再
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
制
度
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
指
数
を
参
考
に
し
て
、
日
本
で
も
政
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
測
定
す
る
何
ら
か
の
統
合
的
指
数

を
作
成
し
、
そ
れ
と
社
会
関
係
資
本
と
の
関
係
を
分
析
し
て
い
く
よ
う
な
研
究
が
望
ま
れ
よ
う
。
我
々
は
再
度
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
社
会

関
係
資
本
論
の
原
点
が
、「
経
済
を
機
能
さ
せ
る
」
で
も
「
社
会
を
機
能
さ
せ
る
」
で
も
な
く
、「
民
主
主
義
を
機
能
さ
せ
る
」
で
あ
っ

た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。

（
１
）

social
capital

の
訳
語
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
。
日
本
で
は
、
道
路
や
橋
な
ど
の
「
社
会
的
間
接

資
本
（social

overh
ead

capital

）」
を
「
社
会
資
本
」
と
略
し
て
呼
ぶ
慣
行
が
古
く
よ
り
存
在
し
た
。
ゆ
え
に
、
そ
れ
と
区
別
す
る
た
め

に
、social

capital

の
訳
語
と
し
て
は
「
社
会
資
本
」
以
外
の
も
の
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
初
期
の
議
論
に
お
い
て
は
「
人
間
関
係

資
本
」、「
社
会
的
資
本
」、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
」
な
ど
の
訳
語
が
提
唱
さ
れ
た
。
し
か
し
、
現
在
複
数
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
お
い

て
有
力
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
は
「
社
会
関
係
資
本
」
と
い
う
訳
語
で
あ
る
。
こ
の
訳
語
の
妥
当
性
を
考
え
る
上
で
、
環
境
経
済
学
者
の
諸
富

社会関係資本の二つの「原型」とその含意
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徹
に
よ
る
考
察
は
極
め
て
示
唆
に
富
む
。
諸
富
は
、
宮
本
憲
一
の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
的
な
意
味
で
の
「
社
会
資
本
」
論
や
宇
沢
弘
文

が
提
唱
し
た
「
社
会
的
共
通
資
本
」
論
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
「
社
会
関
係
資
本
」
論
を
展
開
す
る
。
諸
富
の
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
従
来
論

じ
ら
れ
て
き
た
「
社
会
資
本
」
や
「
社
会
的
共
通
資
本
」
と
の
連
続
と
断
絶
を
表
わ
す
点
で
「
社
会
関
係
資
本
」
と
い
う
訳
語
は
有
効
で
あ

ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
も
「
社
会
関
係
資
本
」
と
い
う
訳
語
を
採
用
す
る
。
諸
富
徹
『
環
境
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、
宮

本
憲
一
『
社
会
資
本
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
七
年
）、
宇
沢
弘
文
・
茂
木
愛
一
郎
編
『
社
会
的
共
通
資
本
―
コ
モ
ン
ズ
と
都
市
』（
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。

（
２
）

R
obert

D
.

P
u

tn
am

,
M

akin
g

D
em

ocracy
W

ork
:

C
ivic

T
rad

ition
s

in
M

od
ern

Italy
(P

rin
ceton

,
N

.J.:
P

rin
ceton

U
n

iversity
P

ress,1993)

﹇
河
田
潤
一
訳『
哲
学
す
る
民
主
主
義
―
伝
統
と
改
革
の
市
民
的
構
造
』Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、二
〇
〇
一
年
﹈;

R
obert

D
.

P
u

tn
am

,
B

ow
lin

g
A

lon
e

:
T

h
e

C
ollapse

an
d

R
evival

of
A

m
erican

C
om

m
u

n
ity

(N
ew

Y
ork

:
S

im
on

&
S

chuster,

2000);
R

obert
D

.P
u

tn
am

,ed.,D
em

ocracies
in

F
lu

x
:

T
h

e
E

volu
tion

ofS
ocialC

apitalin
C

on
tem

porary
S

ociety
(N

ew

Y
ork

:
O

xford
U

n
iversity

P
ress,2002).

（
３
）

代
表
的
な
理
論
研
究
と
し
て
、
鹿
毛
利
枝
子
「『
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
』
を
め
ぐ
る
研
究
動
向
―
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
に
お
け
る

三
つ
の
『
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
』
―
（
一
）（
二
・
完
）」『
法
学
論
叢
』
一
五
一
巻
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
〇
一
―
一
一
九
頁
、

同
一
五
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）
七
一
―
八
七
頁
、
諸
富
、
前
掲
書
。
代
表
的
な
実
証
研
究
と
し
て
、T

akash
iIn

ogu
ch

i,“B
roaden

in
g

th
e

B
asis

ofS
ocialC

apitalin
Japan

,”
in

D
em

ocracies
in

F
lu

x,pp.359- 392

﹇
猪
口
孝
『
日
本
政
治
の
特
異
と
普
遍
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出

版
、
二
〇
〇
三
年
、
第
三
章
「
日
本
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
基
盤
拡
充
」﹈、
内
閣
府
国
民
生
活
局
編
『
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ

ャ
ピ
タ
ル
―
豊
か
な
人
間
関
係
と
市
民
活
動
の
好
循
環
を
求
め
て
―
』（
国
立
印
刷
局
、
二
〇
〇
三
年
）。
な
お
、
筆
者
は
「
政
治
理
論
」
の

観
点
か
ら
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
議
論
を
と
ら
え
、
そ
の
意
義
と
課
題
に
つ
い
て
一
考
察
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
パ
ッ
ト
ナ

ム
社
会
資
本
論
の
意
義
と
課
題
―
共
同
性
回
復
の
た
め
の
新
た
な
る
試
み
―
」『
阪
大
法
学
』
五
二
巻
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
九
一
―
二

一
九
頁
を
参
照
。

（
４
）

P
u

tn
am

,
B

ow
lin

g
A

lon
e,

pp.19- 20.

こ
の
他
に
も
社
会
関
係
資
本
の
概
念
史
に
触
れ
た
論
文
が
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

A
lejan

dro
P

ortes,“S
ocial

C
apital:

Its
O

rigin
s

an
d

A
pplication

s
in

M
odern

S
ociology,”

A
n

n
u

al
R

eview
of

S
ociology,

vol.24(1998),pp.1- 24
;

Joh
n

F
ield,S

ocialC
apital

(L
on

don
:

R
ou

tledge,2003).

邦
語
で
は
、
佐
藤
誠
「
社
会
資
本
と
ソ
ー
シ

論 説

（阪大法学）５３（６―２０４）１５９２〔２００４．３〕



ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
」『
立
命
館
国
際
研
究
』
一
六
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
―
三
〇
頁
、
宮
川
公
男
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
論

の
背
景
と
基
礎
」『
麗
澤
経
済
研
究
』
一
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
五
―
二
五
頁
。

（
５
）

L
yda

Ju
dson

H
an

ifan
,“T

h
e

R
u

ralS
ch

oolC
om

m
u

n
ity

C
en

ter,”
A

n
n

als
ofth

e
A

m
erican

A
cad

em
y

of
P

olitical
an

d

S
ocialS

cien
ce,vol.67(1916),pp.130- 138.

（
６
）

L
yda

Ju
dson

H
an

ifan
,T

h
e

C
om

m
u

n
ity

C
en

ter
(B

oston
:

S
ilver,B

u
rdett

&
C

om
pan

y,1920),A
u

th
or’s

P
reface

を

参
照
。
ハ
ニ
フ
ァ
ン
は
同
書
の
中
で
、
学
校
を
中
心
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
が
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
発
展
の
重
要
な
礎
と
な

る
こ
と
を
力
説
し
、
そ
れ
を
構
築
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。

（
７
）

H
an

ifan
,“T

h
e

R
u

ralS
ch

oolC
om

m
u

n
ity

C
en

ter,”
p.130.

（
８
）

こ
の
当
時
の
歴
史
状
況
は
、
志
邨
晃
佑
「
革
新
主
義
改
革
と
対
外
進
出
」
有
賀
貞
・
大
下
尚
一
・
志
邨
晃
佑
・
平
野
孝
編
『
世
界
歴
史

大
系

ア
メ
リ
カ
史
（
二
）』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
一
〇
一
―
一
九
五
頁
を
参
照
。

（
９
）

H
an

ifan
,“T

h
e

R
u

ralS
ch

oolC
om

m
u

n
ity

C
en

ter,”
pp.131- 138.

（
１０
）

ジ
ェ
コ
ブ
ス
に
関
し
て
は
我
が
国
に
お
い
て
も
都
市
関
連
分
野
を
中
心
に
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
多
数
の
著
作
が
翻
訳
さ
れ
て
い

る
。
本
稿
で
の
議
論
と
の
関
連
で
は
特
に
、
ジ
ェ
ー
ン
・
ジ
ェ
コ
ブ
ス
（
中
江
利
忠
・
加
賀
谷
洋
一
訳
）『
都
市
の
原
理
』（
鹿
島
研
究
所
出

版
会
、
一
九
七
一
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
い
ず
れ
の
著
作
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
彼
女
の
基
本
的
な
主
張
と
は
、
一
見
非
効
率
的
で
非
実

用
的
に
見
え
る
様
々
な
要
素
が
、
実
は
経
済
発
展
や
豊
か
な
都
市
生
活
を
実
現
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
主
張
は
今
日
の
社
会
関
係
資
本
論
に
も
通
底
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
興
味
深
い
。

（
１１
）

Jan
e

Jacobs,T
h

e
D

eath
an

d
L

ife
of

G
reat

A
m

erican
C

ities
(N

ew
Y

ork
:

R
an

dom
H

ou
se,1961)

﹇
黒
川
紀
章
訳
『
ア

メ
リ
カ
大
都
市
の
死
と
生
』
鹿
島
研
究
所
出
版
会
、
一
九
六
九
年
﹈.

（
１２
）

Ibid
.,p.138

﹇
前
掲
訳
書
、
一
八
二
頁
﹈.

た
だ
し
、
訳
文
を
適
宜
変
更
し
て
い
る
。

（
１３
）

P
u

tn
am

,M
akin

g
D

em
ocracy

W
ork

,pp.171- 176

﹇
前
掲
訳
書
、
二
一
三
―
二
二
〇
頁
﹈;

P
u

tn
am

,B
ow

lin
g

A
lon

e,pp.22

- 24,pp.154- 159,pp.174- 180

を
参
照
。

（
１４
）

R
obert

D
.

P
u

tn
am

an
d

L
ew

is
M

.
F

eldstein
,

B
etter

T
ogeth

er
:

R
estorin

g
th

e
A

m
erican

C
om

m
u

n
ity

(N
ew

Y
ork

:

S
im

on
&

S
ch

u
ster,2003),p.9.

社会関係資本の二つの「原型」とその含意
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（
１５
）

C
arl

B
oggs,

“S
ocial

C
apital

as
P

olitical
F

an
tasy,”

in
S

ocial
C

apital:
C

ritical
P

erspectives
on

C
om

m
u

n
ity

an
d

‘B
ow

lin
g

A
lon

e’,eds.,S
cott

L
.M

cL
ean

,D
avid

A
.S

ch
u

ltz,an
d

M
an

fred
B

.S
teger

(N
ew

Y
ork

:
N

ew
Y

ork
U

n
iversity

P
ress,2002),pp.183- 200,qu

otation
at

p.186.
（
１６
）

R
obert

M
.M

acIver,C
om

m
u

n
ity

:
A

S
ociological

S
tu

d
y,2n

d
edition

(L
on

don
:

M
acm

illan
an

d
C

o.,1920[ 1917] )
﹇
中
久
郎
・
松
本
通
晴
監
訳
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
―
社
会
学
的
研
究
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
五
年
﹈;

R
obert

M
.

M
acIver

an
d

C
h

arles
H

.P
age,S

ociety
:

A
n

In
trod

u
ctory

A
n

alysis
(L

on
don

:
M

acm
illan

an
d

C
o.,1950),pp.8- 15

を
参
照
。

（
１７
）

F
ran

cis
F

u
ku

yam
a,T

h
e

G
reat

D
isru

ption
:

H
u

m
an

N
atu

re
an

d
th

e
R

econ
stitu

tion
of

S
ocial

O
rd

er
(N

ew
Y

ork
:

T
h

e
F

ree
P

ress,
1999)

﹇
鈴
木
主
税
訳
『「
大
崩
壊
」
の
時
代
―
人
間
の
本
質
と
社
会
秩
序
の
再
構
築
〈
上
〉〈
下
〉』
早
川
書
房
、
二
〇

〇
〇
年
﹈.C

f.,F
ran

cis
F

u
ku

yam
a,“S

ocialC
apitalan

d
C

ivilS
ociety,”

IM
F

W
orkin

g
P

aper,W
P

/00/74,A
pril2000.

（
１８
）

F
u

ku
yam

a,T
h

e
G

reatD
isru

ption
,p.15

﹇
前
掲
訳
書
〈
上
〉
巻
、
二
九
頁
﹈.

（
１９
）

R
obert

N
.

B
ellah

et
al.,

H
abits

of
th

e
H

eart:
In

d
ivid

u
alism

an
d

C
om

m
itm

en
t

in
A

m
erican

L
ife

(B
erkeley,

C
alif.:

U
n

iversity
of

C
aliforn

ia
P

ress,1985)

﹇
島
薗
進
・
中
村
圭
志
訳
『
心
の
習
慣
―
ア
メ
リ
カ
個
人
主
義
の
ゆ
く
え
』
み
す
ず
書

房
、
一
九
九
一
年
﹈.

（
２０
）

K
en

n
eth

N
ew

ton
,

“S
ocial

C
apital

an
d

D
em

ocracy,”
A

m
erican

B
eh

avioral
S

cien
tist,

vol.40,
n

o.5(1997),
pp.575-

586
;

D
ietlin

d
S

tolle,“T
h

e
S

ou
rces

ofS
ocialC

apital,”
in

G
en

eratin
g

S
ocialC

apital:
C

ivilS
ociety

an
d

In
stitu

tion
s

in

C
om

parative
P

erspective,eds.,M
arc

H
oogh

e
an

d
D

ietlin
d

S
tolle

(N
ew

Y
ork

:
P

algrave
M

acm
illan

,2003),pp.19- 42.

（
２１
）

D
ietlin

d
S

tolle,
“B

ow
lin

g
T

ogeth
er,

B
ow

lin
g

A
lon

e
:

T
h

e
D

evelopm
en

t
of

G
en

eralized
T

ru
st

in
V

olu
n

tary

A
ssociation

s,”
P

olitical
P

sych
ology,vol.19,n

o.3(1998),pp.497- 525
;

K
en

n
eth

N
ew

ton
,“S

ocial
an

d
P

olitical
T

ru
st

in

E
stablish

ed
D

em
ocracies,”

in
C

riticalC
itizen

s
:

G
lobalS

u
pport

for
D

em
ocratic

G
overn

m
en

t,ed.,P
ippa

N
orris

(N
ew

Y
ork

:
O

xford
U

n
iversity

P
ress,

1999),
pp.169- 187

;
D

ietlin
d

S
tolle,

“‘G
ettin

g
to

T
ru

st’:
A

n
A

n
alysis

of
th

e

Im
portan

ce
of

In
stitu

tion
s,

F
am

ilies,
P

erson
al

E
xperien

ces
an

d
G

rou
p

M
em

bersh
ip,”

in
S

ocial
C

apital
an

d

P
articipation

in
E

veryd
ay

L
ife,eds.,P

au
lD

ekker
an

d
E

ric
M

.U
slan

er
(L

on
don

:
R

ou
tledge,2001),pp.118- 133.

同
様

の
分
析
結
果
は
、S

teph
en

K
n

ack
an

d
P

h
ilip

K
eefer,“D

oes
S

ocialC
apitalH

ave
an

E
con

om
ic

P
ayoff?

:
A

C
ross- C

ou
n

try

論 説
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In
vestigation

,”
Q

u
arterly

J
ou

rn
alofE

con
om

ics,vol.112,n
o.4(1997),pp.1251- 1288

で
も
見
ら
れ
る
。

（
２２
）

S
cott

L
.M

cL
ean

,D
avid

A
.S

ch
u

ltz,an
d

M
an

fred
B

.S
teger,“In

trodu
ction

,”
in

M
cL

ean
,S

ch
u

ltz,an
d

S
teger,eds.,

op.cit.,
pp.1- 17

;
S

cott
L

.
M

cL
ean

,
“P

atriotism
,

G
en

eration
al

C
h

an
ge,

an
d

th
e

P
olitics

of
S

acrifice,”
in

M
cL

ean
,

S
ch

u
ltz,

an
d

S
teger,

eds.,
op.cit.,

pp.147- 166

を
参
照
。
ま
た
フ
ク
ヤ
マ
も
同
様
に
、
合
理
的
選
択
の
観
点
か
ら
伝
統
や
文
化
を
解

釈
す
る
「
機
能
主
義
的
（fu

n
ction

alist

）」
社
会
学
の
見
解
を
、
あ
ま
り
に
も
「
還
元
主
義
的
（redu

ction
ist

）」
で
あ
る
と
し
て
批
判
し

て
い
る
。F

u
ku

yam
a,“S

ocialC
apitalan

d
C

ivilS
ociety,”

pp.13- 14

を
参
照
。

（
２３
）

最
新
の
著
作
に
お
い
て
は
パ
ッ
ト
ナ
ム
自
身
も
、
社
会
関
係
資
本
構
築
の
上
で
物
語
性
（storytellin

g

）
が
極
め
て
重
要
な
要
素
と
な

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。P

u
tn

am
an

d
F

eldstein
,B

etter
T

ogeth
er,pp.282- 286

を
参
照
。

（
２４
）

こ
の
点
は
社
会
関
係
資
本
と
近
い
概
念
で
あ
る
「
市
民
社
会
（C

ivil
S

ociety

）」
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
辻
中
豊
編
『
現
代
日
本
の
市
民

社
会
・
利
益
団
体
』（
木
鐸
社
、
二
〇
〇
二
年
）
第
一
一
章
を
参
照
。

（
２５
）

ラ
ウ
リ
ー
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
サ
ワ
ー
ロ
・
セ
ミ
ナ
ー
Ｈ
Ｐ
内
の
紹
介
文
を
参
照
。〈h

ttp
://w

w
w

.ksg.h
arvard.edu

/

sagu
aro/lou

ry.h
tm

l

〉.

（
２６
）

G
len

n
C

.
L

ou
ry,

“A
D

yn
am

ic
T

h
eory

of
R

acial
In

com
e

D
ifferen

ces,”
in

W
om

en
,

M
in

orities,
an

d
E

m
ploym

en
t

D
iscrim

in
ation

,
eds.,

P
h

yllis
A

.
W

allace
an

d
A

n
n

ette
M

.
L

aM
on

d
(L

exin
gton

,
M

ass.:
L

exin
gton

B
ooks,

1977),

pp.153- 186.

（
２７
）

Ibid
.,p.176.

（
２８
）

G
len

n
C

.
L

ou
ry,

“W
h

y
S

h
ou

ld
W

e
C

are
A

bou
t

G
rou

p
In

equ
ality?,”

S
ocial

P
h

ilosoph
y

an
d

P
olicy,

vol.5,
n

o.1

(1987),pp.249- 271,qu
otation

at
p.254.

（
２９
）

世
界
的
に
高
名
な
社
会
学
者
で
あ
る
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
改
め
て
詳
述
す
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
彼
の
主
要
著

作
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
に
お
い
て
も
社
会
学
を
中
心
に
紹
介
・
検
討
が
重
ね
ら
れ
、
翻
訳
も
多
数
出
版
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
の
議
論
と

の
関
連
で
は
特
に
、
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
、
ジ
ャ
ン
�
ク
ロ
ー
ド
・
パ
ス
ロ
ン
（
宮
島
喬
訳
）『
再
生
産
―
教
育
・
社
会
・
文
化
』（
藤

原
書
店
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３０
）

P
ierre

B
ou

rdieu
,“L

es
trois

états
du

capitalcu
ltu

rel,”
A

ctes
d

e
la

rech
erch

e
en

scien
ces

sociales,n
o.30(1979),pp.3-

社会関係資本の二つの「原型」とその含意
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6

﹇
福
井
憲
彦
訳
「
文
化
資
本
の
三
つ
の
姿
」
福
井
憲
彦
・
山
本
哲
士
編
『actes

（
ア
ク
ト
）
１
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、

一
九
八
六
年
、
一
八
―
二
九
頁
﹈.

（
３１
）

P
ierre

B
ou

rdieu
,

“L
e

capital
social:

n
otes

provisoires,”
A

ctes
d

e
la

rech
erch

e
en

scien
ces

sociales,
n

o.31(1980),

pp.2- 3

﹇
福
井
憲
彦
訳
「『
社
会
資
本
』
と
は
何
か
―
暫
定
的
ノ
ー
ト
」
福
井
憲
彦
・
山
本
哲
士
編
、
前
掲
書
、
三
〇
―
三
七
頁
﹈.

（
３２
）

P
ierre

B
ou

rdieu
,

“T
h

e
F

orm
s

of
C

apital,”
in

H
an

d
book

of
T

h
eory

an
d

R
esearch

for
th

e
S

ociology
of

E
d

u
cation

,

ed.,Joh
n

G
.R

ich
ardson

(N
ew

Y
ork

:
G

reen
w

ood
P

ress,1986),pp.241- 258.

（
３３
）

K
en

n
eth

J.A
rrow

,“O
bservation

s
on

S
ocialC

apital,”
in

S
ocialC

apital:
A

M
u

ltifaceted
P

erspective,eds.,P
arth

a

D
asgu

pta
an

d
Ism

ail
S

erageldin
(W

ash
in

gton
,D

.C
.:

T
h

e
W

orld
B

an
k,2000),pp.3- 5

;
R

obert
M

.S
olow

,“N
otes

on

S
ocialC

apitalan
d

E
con

om
ic

P
erform

an
ce,”

in
D

asgu
pta

an
d

S
erageldin

,eds.,op.cit.,pp.6- 10.

（
３４
）

諸
富
、
前
掲
書
、
四
一
―
四
六
頁
、
六
六
―
六
九
頁
。N

an
L

in
,S

ocial
C

apital:
A

T
h

eory
of

S
ocial

S
tru

ctu
re

an
d

A
ction

(C
am

bridge,U
.K

.:
C

am
bridge

U
n

iversity
P

ress,2001),p.3,p.19.

（
３５
）

S
teph

en
S

am
u

el
S

m
ith

an
d

Jessica
K

u
lyn

ych
,

“It
M

ay
B

e
S

ocial,
bu

t
W

h
y

Is
It

C
apital?

:
T

h
e

S
ocial

C
on

stru
ction

of
S

ocial
C

apital
an

d
th

e
P

olitics
of

L
an

gu
age,”

P
olitics

&
S

ociety,
vol.30,

n
o.1(2002),

pp.149- 186
;

S
teph

en
S

am
u

el
S

m
ith

an
d

Jessica
K

u
lyn

ych
,“L

iberty,E
qu

ality,an
d

...S
ocial

C
apital

?,”
in

M
cL

ean
,S

ch
u

ltz,an
d

S
teger,eds.,op.cit.,pp.127- 146.

（
３６
）

例
え
ば
、
ド
ナ
ル
ド
・
Ｌ
・
バ
ー
レ
ッ
ト
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
Ｂ
・
ス
テ
ィ
ー
ル
（
堺
屋
太
一
訳
）『
ア
メ
リ
カ
の
没
落
』（
ジ
ャ
パ
ン
タ

イ
ム
ズ
、
一
九
九
三
年
）、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
セ
ネ
ッ
ト
（
斎
藤
秀
正
訳
）『
そ
れ
で
も
新
資
本
主
義
に
つ
い
て
い
く
か
―
ア
メ
リ
カ
型
経
営
と

個
人
の
衝
突
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
九
九
年
）、
ロ
バ
ー
ト
・
Ｂ
・
ラ
イ
シ
ュ
（
清
家
篤
訳
）『
勝
者
の
代
償
―
ニ
ュ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー

の
深
淵
と
未
来
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
。

（
３７
）

C
h

arles
H

.H
eyin

g,“C
ivic

E
lites

an
d

C
orporate

D
elocalization

:
A

n
A

ltern
ative

E
xplan

ation
for

D
eclin

in
g

C
ivic

E
n

gagem
en

t,”
A

m
erican

B
eh

avioralS
cien

tist,vol.40,n
o.5(1997),pp.657- 668.

（
３８
）

P
u

tn
am

,
B

ow
lin

g
A

lon
e,

pp.282- 283

を
参
照
。
も
っ
と
も
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
近
年
、
福
祉
国
家
政
策
が
一
国
の
社
会
関
係
資
本
水

準
を
高
め
る
、
な
い
し
は
維
持
す
る
効
果
を
持
つ
こ
と
を
認
め
、
若
干
見
解
を
修
正
し
て
い
る
。R

obert
D

.P
u

tn
am

,“C
on

clu
sion

,”
in

論 説
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D
em

ocracies
in

F
lu

x,pp.393- 416

を
参
照
。

（
３９
）

C
f.,P

u
tn

am
,B

ow
lin

g
A

lon
e,C

h
apter

23,“L
esson

s
ofH

istory
:

T
h

e
G

ilded
A

ge
an

d
th

e
P

rogressive
E

ra.”
（
４０
）

M
an

fred
B

.S
teger,“R

obert
P

u
tn

am
,S

ocial
C

apital,
an

d
a

S
u

spect
N

am
ed

G
lobalization

,”
in

M
cL

ean
,

S
ch

u
ltz,

an
d

S
teger,eds.,op.cit.,pp.260- 280.

（
４１
）

B
ob

E
dw

ards
an

d
M

ich
ael

W
.

F
oley,

“S
ocial

C
apital

an
d

th
e

P
olitical

E
con

om
y

of
O

u
r

D
iscon

ten
t,”

A
m

erican

B
eh

avioral
S

cien
tist,

vol.40,
n

o.5(1997),
pp.669- 678

;
W

.
L

an
ce

B
en

n
ett,

“T
h

e
U

n
C

ivic
C

u
ltu

re
:

C
om

m
u

n
ication

,

Iden
tity,an

d
th

e
R

ise
ofL

ifestyle
P

olitics,”
P

S
:

P
oliticalS

cien
ce

&
P

olitics,vol.31,n
o.4(1998),pp.741- 761.

同
様
の
主

張
は
、D

avid
A

.
S

ch
u

ltz,
“T

h
e

P
h

en
om

en
ology

of
D

em
ocracy

:
P

u
tn

am
,

P
lu

ralism
,

an
d

V
olu

n
tary

A
ssociation

s,”
in

M
cL

ean
,S

ch
u

ltz,an
d

S
teger,eds.,op.cit.,pp.74- 98

;
B

oggs,op.cit.

で
も
見
ら
れ
る
。

（
４２
）

B
en

jam
in

R
.B

arber,J
ih

ad
vs.M

cW
orld

(N
ew

Y
ork

:
B

allan
tin

e
B

ooks,2001[ 1995] )

﹇
鈴
木
主
税
訳
『
ジ
ハ
ー
ド
対

マ
ッ
ク
ワ
ー
ル
ド
―
市
民
社
会
の
夢
は
終
わ
っ
た
の
か
』
三
田
出
版
会
、
一
九
九
七
年
﹈;

Joh
n

E
h

ren
berg,

C
ivil

S
ociety

:
T

h
e

C
ritical

H
istory

of
an

Id
ea

(N
ew

Y
ork

:
N

ew
Y

ork
U

n
iversity

P
ress,1999)

﹇
吉
田
傑
俊
監
訳
『
市
民
社
会
論
―
歴
史
的
・
批

判
的
考
察
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
一
年
﹈.

（
４３
）

P
eter

A
.H

all,“G
reat

B
ritain

:
T

h
e

R
ole

of
G

overn
m

en
t

an
d

th
e

D
istribu

tion
of

S
ocial

C
apital,”

in
D

em
ocracies

in
F

lu
x,

pp.21- 57
;

R
obert

W
u

th
n

ow
,

“T
h

e
U

n
ited

S
tates

:
B

ridgin
g

th
e

P
rivileged

an
d

th
e

M
argin

alized?,”
in

D
em

ocracies
in

F
lu

x,pp.59- 102.

（
４４
）

K
ay

L
eh

m
an

S
ch

lozm
an

,S
idn

ey
V

erba,an
d

H
en

ry
E

.B
rady,“C

ivic
P

articipation
an

d
th

e
E

qu
ality

P
roblem

,”
in

C
ivic

E
n

gagem
en

t
in

A
m

erican
D

em
ocracy,

eds.,
T

h
eda

S
kocpol

an
d

M
orris

P
.

F
iorin

a
(W

ash
in

gton
,

D
.C

.:

B
rookin

gs
In

stitu
tion

P
ress,1999),pp.427- 459.

（
４５
）

ス
ミ
ス
＆
ク
リ
ニ
ッ
チ
は
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
が
こ
の
よ
う
に
社
会
関
係
資
本
の
減
少
と
経
済
的
不
平
等
の
拡
大
が
同
時
に
進
展
し
た
こ
と

を
認
め
る
一
方
で
、
社
会
関
係
資
本
再
構
築
の
た
め
の
政
策
的
課
題
と
し
て
経
済
的
不
平
等
の
是
正
に
全
く
触
れ
て
い
な
い
の
は
極
め
て
不

自
然
だ
、
と
批
判
し
て
い
る
。S

m
ith

an
d

K
u

lyn
ych

,“L
iberty,E

qu
ality,an

d
...S

ocialC
apital?,”

pp.136- 141.

（
４６
）

P
u

tn
am

,B
ow

lin
g

A
lon

e,pp.358- 361.

社会関係資本の二つの「原型」とその含意
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（
４７
）

C
f.,

P
u

tn
am

,
M

akin
g

D
em

ocracy
W

ork
,

pp.167- 176

﹇
前
掲
訳
書
、
二
〇
六
―
二
二
〇
頁
﹈;

R
obert

D
.

P
u

tn
am

an
d

K
ristin

A
.G

oss,“In
trodu

ction
,”

in
D

em
ocracies

in
F

lu
x,pp.3- 19.

（
４８
）

鹿
毛
は
こ
の
よ
う
な
ミ
ク
ロ
／
マ
ク
ロ
の
分
析
レ
ベ
ル
の
違
い
に
起
因
す
る
議
論
の
齟
齬
が
、
社
会
関
係
資
本
論
全
体
で
し
ば
し
ば
起

こ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
鹿
毛
、
前
掲
論
文
（
二
・
完
）、
七
九
―
八
二
頁
を
参
照
。

（
４９
）

K
n

ack
an

d
K

eefer,
op.cit.;

D
ora

L
.

C
osta

an
d

M
atth

ew
E

.
K

ah
n

,
“U

n
derstan

din
g

th
e

A
m

erican
D

eclin
e

in

S
ocial

C
apital,

1952- 1998,”
K

yklos,
vol.56,

n
o.1(2003),

pp.17- 46
;

R
odn

ey
E

.
H

ero,
“S

ocial
C

apital
an

d
R

acial

In
equ

ality
in

A
m

erica,”
P

erspectives
on

P
olitics,vol.1,n

o.1(2003),pp.113- 122.

（
５０
）

A
lexis

de
T

ocqu
eville,D

em
ocracy

in
A

m
erica

,ed.,J.P
.M

ayer,tran
s.,G

eorge
L

aw
ren

ce
(N

ew
Y

ork
:

H
arper

&

R
ow

,
1966[ 1835,

1840] )

﹇
井
伊
玄
太
郎
訳
『
ア
メ
リ
カ
の
民
主
政
治
〈
上
〉〈
中
〉〈
下
〉』
講
談
社
、
一
九
八
七
年
﹈.

な
お
フ
ラ
イ
ド

は
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
議
論
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
間
に
存
在
す
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
相
違
点
を
浮
き
彫
り
に
し
、

両
者
は
そ
れ
ほ
ど
類
似
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
、A

m
y

F
ried,

“T
h

e
S

tran
ge

D
isappearan

ce
of

A
lexis

de
T

ocqu
eville

in
P

u
tn

am
’s

A
n

alysis
ofS

ocialC
apital,”

in
M

cL
ean

,S
ch

u
ltz,an

d
S

teger,eds.,op.cit.,pp.21- 49

を
参
照
。

（
５１
）

こ
の
点
に
関
し
て
は
日
本
の
デ
ー
タ
を
素
材
に
し
た
研
究
が
既
に
一
定
数
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
池
田
謙
一
「
二
〇
〇
〇
年
衆
議

院
選
挙
に
お
け
る
社
会
関
係
資
本
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」『
選
挙
研
究
』
一
七
号
（
二
〇
〇
二
年
）
五
―
一
八
頁
、
平
野
浩
「
社
会
関

係
資
本
と
政
治
参
加
―
団
体
・
グ
ル
ー
プ
加
入
の
効
果
を
中
心
に
―
」『
選
挙
研
究
』
一
七
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
九
―
三
〇
頁
、
岡
田
陽

介
「
投
票
参
加
の
要
因
と
し
て
の
社
会
関
係
資
本
」『
学
習
院
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
政
治
学
論
集
』
一
六
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
―

六
九
頁
を
参
照
。

（
５２
）

C
f.,P

u
tn

am
,M

akin
g

D
em

ocracy
W

ork
,pp.63- 81

﹇
前
掲
訳
書
、
七
四
―
九
七
頁
﹈.

論 説
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