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司
会
：
今
回
は
、
宮
田
光
市
東
京
北
部
県
協

事
務
局
長
の
レ
ポ
ー
ト
で
「
社
会
の
発
展
法

則
、
必
然
性
」
を
学
ん
で
い
き
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
宮
田
さ
ん
お
願
い
し
ま
す
。 

  

人
類
は
自
然
の
中
か
ら
誕
生
し
た 

宮
田
：
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
種

の
起
源
』
が
出
た
当
時
、
キ
リ
ス
ト
教
を
は

じ
め
宗
教
の
経
典
は
、
人
間
の
祖
先
は
神
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
り
進
化
論
は
神
を

冒
涜
す
る
も
の
だ
と
非
難
し
ま
し
た
。
そ
の

た
め
に
、
進
化
論
は
世
の
中
か
ら
は
じ
き
だ

さ
れ
ま
し
た
。 

し
か
し
、
今
日
で
は
、
自
然
科
学
の
発
達

が
進
化
論
の
正
し
さ
を
立
証
し
て
く
れ
て
い 

       

ま
す
。 

 

人
類
の
祖
先
は
、
ア
フ
リ
カ
の
熱
帯
雨
林

に
高
度
の
進
化
を
と
げ
、
樹
上
生
活
を
し
て

い
た
猿
の
一
種
で
す
。
な
ん
ら
か
の
地
球
規

模
の
気
候
変
動
で
地
上
に
お
り
、
二
足
歩
行

を
始
め
た
こ
と
が
猿
か
ら
人
間
へ
の
移
行
に

と
っ
て
決
定
的
な
一
歩
と
な
り
ま
し
た
。 

 

四
足
歩
行
の
猿
が
、
地
上
に
お
り
二
足
歩

行
で
何
が
変
化
発
展
し
た
か
で
す
。
ま
ず
一

つ
は
、
前
足
が
解
放
さ
れ
「
手
」
と
な
り
、

木
の
実
や
果
実
、
小
動
物
や
小
魚
な
ど
を
つ

か
み
取
る
、
食
べ
物
採
取
の
道
具
の
役
割
を

し
ま
し
た
。
こ
の
行
為
を
マ
ル
ク
ス
は
、

「
労
働
」
と
呼
び
ま
し
た
。
二
つ
目
は
、
直

立
歩
行
か
ら
頭
は
両
肩
の
上
に
の
る
よ
う
に 

       

な
り
、
労
働
に
よ
る
刺
激
で
脳
は
次
第
に
発

達
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
樹
上
生
活
す
る
猿

か
ら
人
間
社
会
が
で
き
る
ま
で
の
数
百
万
年

を
要
し
て
脳
は
発
達
し
て
き
た
の
で
す
。 

 

地
上
に
お
り
た
人
類
の
祖
先
は
、
他
の
動

物
た
ち
か
ら
す
れ
ば
小
さ
な
生
き
物
で
す
。

肉
食
獣
や
大
き
な
動
物
た
ち
か
ら
身
を
守
る

た
め
、
ま
た
、
食
べ
物
を
採
取
す
る
た
め
に
、

集
団
で
身
を
寄
せ
あ
い
助
け
あ
っ
て
生
き
て

き
ま
し
た
。
人
類
は
、
人
種
、
地
域
の
別
を

問
わ
ず
、
余
剰
生
産
物
を
作
り
出
す
こ
と
の

で
き
な
い
生
産
力
の
低
い
段
階
の
社
会
を
、

す
べ
て
原
始
共
産
主
義
社
会
と
い
い
ま
す
が
、

太
古
か
ら
数
百
万
年
も
の
間
、
ほ
と
ん
ど
変

化
・
発
展
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。 

社
会
の
発
展
法
則′

必
然
性 

『
帝
国
主
義 
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学
ぶ 
『 

』 
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人
間
が
生
き
て
ゆ
く
た
め
の
食
料
は
、
自

然
物
か
ら
の
狩
猟
と
採
取
で
す
。
初
期
の
頃

は
、
当
然
素
手
で
す
。
採
取
で
き
る
量
も
種

類
も
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
だ
い
に
、
棒
切

れ
を
使
う
、
石
片
を
使
う
な
ど
道
具
が
改
良

さ
れ
変
化
す
る
と
収
穫
量
も
種
類
も
豊
富
に

な
り
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
少
し
で
も
豊
か
に
生
き
た

い
と
願
う
と
同
時
に
、
ど
う
し
た
ら
そ
う
な

る
か
、
常
に
考
え
て
（
目
的
意
識
的
に
）
生

活
し
て
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
何
を
生
産
し

た
か
で
は
な
く
、
何
を
も
っ
て
生
産
し
た
か
、

い
わ
ゆ
る
道
具
は
何
か
で
時
代
は
分
け
ら
れ
、

変
化
し
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
旧
石
器
時
代

ー
新
石
器
時
代
（
日
本
の
縄
文
時
代
）
ー
弥

生
時
代
へ
と
変
化
し
て
き
ま
し
た
。 

  

剰
余
生
産
物
が
生
ま
れ
、 

階
級
が
発
生 

 

そ
れ
ま
で
は
生
産
力
が
低
く
、
集
落
民
に

平
等
で
分
け
与
え
て
暮
ら
し
て
ゆ
く
の
が
や

っ
と
だ
っ
た
の
が
、
道
具
＝
労
働
用
具
の
改

良
に
よ
っ
て
生
産
物
が
多
く
な
り
、
剰
余
生

産
物
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
剰
余
生
産
物
や
主
要
な
労
働

用
具
を
独
り
占
め
す
る
も
の
が
現
れ
、
生
産

手
段
を
所
有
す
る
も
の
と
、
所
有
で
き
な
い

も
の
と
の
階
級
が
分
化
し
始
め
ま
す
。
生
産

手
段
を
所
有
す
る
も
の
が
支
配
者
階
級
と
な

り
、
生
産
手
段
を
持
た
な
い
も
の
が
被
支
配

者
階
級
と
な
っ
て
き
ま
す
。 

＊
図
表
１
（
上
） 

五
つ
の
社
会
の
特
徴 

 

原
始
共
産
主
義
社
会
か
ら 

古
代
・
奴
隷
制
社
会
へ 

 

原
始
共
産
主
義
社
会
か
ら
古
代
・
奴
隷
制

社
会
へ
変
化
発
展
し
ま
し
た
。
社
会
の
働
き

手
は
「
奴
隷
」
で
す
。
奴
隷
に
は
人
格
は
許

さ
れ
ず
に
牛
馬
の
ご
と
く
働
か
さ
れ
ま
し
た
。

生
か
す
も
殺
す
も
ま
さ
に
奴
隷
所
有
者
し
だ

い
で
す
。
典
型
的
な
の
は
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー

マ
な
ど
の
奴
隷
制
社
会
で
す
。
日
本
の
古
代

社
会
は
、
大
和
、
飛
鳥
、
奈
良
、
平
安
時
代

を
さ
し
ま
す
。
日
本
全
土
を
支
配
す
る
古
代

将来的に平等 
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国
家
が
生
ま
れ
た
の
は
、
６
４
５
年
の
「
大

化
の
改
新
」
で
す
。 

  

封
建
社
会
へ
と
変
化
・
発
展
す
る 

次
に
生
ま
れ
た
の
が
、
封
建
社
会
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
絶
対
王
制
、
王
朝
の
社

会
で
す
。
日
本
で
は
、
江
戸
幕
府
が
特
徴
の

殿
様
の
時
代
で
す
。 

そ
の
特
徴
は
、
身
分
制
度
や
階
級
制
度
が

は
っ
き
り
形
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
主
要
な
生

産
手
段
は
広
大
な
田
畑
で
す
。
こ
れ
ら
の
土

地
は
領
主
で
あ
る
殿
様
・
藩
主
の
も
の
で
す
。

農
民
は
、
そ
の
領
地
で
自
ら
所
有
す
る
鋤
・

鍬
な
ど
の
農
機
具
で
耕
し
作
物
を
育
て
ま
し

た
。
で
き
た
収
穫
物
の
一
部
（
五
公
五
民
な

ど
）
を
年
貢
と
し
て
収
奪
さ
れ
、
残
っ
た
作

物
で
家
族
が
暮
ら
し
ま
し
た
。
農
民
は
領
地

を
移
動
す
る
こ
と
も
、
農
作
物
の
選
択
も
許

さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

   

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

ー
ト
の
二
大
階
級
に
分
化 

 

次
の
社
会
は
、
現
在
、
私
た
ち
が
暮
ら
し

て
い
る
資
本
主
義
社
会
で
す
。
４
月
号
で
学

ん
だ
よ
う
に
、
１
６
４
９
年
、
イ
ギ
リ
ス
の

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
）

で
資
本
主
義
社
会
が
誕
生
し
ま
し
た
。 

 

日
本
は
、
世
界
に
遅
れ
る
こ
と
明
治
維
新

（
１
８
６
８
年
）
に
よ
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国

家
が
成
立
し
ま
し
た
。
新
た
な
明
治
政
府
は

廃
藩
置
県
、
富
国
強
兵
な
ど
の
施
策
を
強
力

に
推
し
進
め
、
日
本
資
本
主
義
社
会
の
建
設

に
取
り
組
み
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

 
１
９
１
７
年
、 

ロ
シ
ア
で
労
働
者
の
社
会
が
誕
生 

 

す
で
に
、
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
レ
ー
ニ

ン
の
指
導
の
下
で
、
労
働
者
（
農
民
と
連
携

し
）
が
主
人
公
の
社
会
＝
社
会
主
義
社
会
が

人
類
史
上
初
め
て
誕
生
し
ま
し
た
。 

 

司
会
：
宮
田
さ
ん
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
地
球
上
に
人
類
が
誕
生
し
て
か
ら
「
原

始
共
産
主
義
社
会
」「
古
代
（
奴
隷
制
）
社

会
」「
封
建
制
社
会
」
「
資
本
主
義
社
会
」

「
社
会
主
義
社
会
」
と
五
つ
の
社
会
を
経
験

し
て
き
ま
し
た
。 

 

何
か
、
質
問
は
あ
り
ま
す
か
。 

芳
賀
：
五
つ
の
社
会
の
特
徴
点
を
論
理
的
に

整
理
し
て
ほ
し
い
で
す
。 

宮
田
：
私
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
し
ま
し
た
。 

（
一
）
人
類
が
誕
生
し
た
以
降
の 

原
始
共
産
主
義
社
会 

① 

剰
余
生
産
物
が
な
い
社
会
で
、
社
会
構

成
員
が
生
き
て
い
け
る
だ
け
し
か
生
産
で
き

な
い
社
会
で
す
。
だ
か
ら
、
す
べ
て
の
人
々

が
平
等
に
分
け
合
う
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
生

き
て
い
け
な
い
、
社
会
を
維
持
で
き
な
い
時

代
が
数
百
万
年
も
続
き
ま
し
た
。 

② 

人
々
は
道
具
を
工
夫
し
、
改
善
し
、
土

木
技
術
を
生
み
出
し
、
永
い
歳
月
を
か
け
て

生
産
力
を
発
展
さ
せ
て
き
ま
し
た
。 

③ 

し
か
し
、
生
産
力
の
発
展
は
余
剰
生
産

物
を
生
み
出
し
、
そ
れ
を
手
に
入
れ
る
た
め
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に
、
生
産
手
段
を
独
占
す
る
者
と
持
た
ざ
る

人
々
を
生
み
出
し
、
支
配
と
被
支
配
の
階
級

社
会
へ
変
化
し
て
き
ま
し
た
。 

 

（
２
）
古
代
（
奴
隷
制
）
社
会 

① 

生
産
性
が
あ
が
り
、
剰
余
生
産
物
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
剰
余
生
産
物
を

一
部
の
人
が
取
得
す
る
、
働
か
な
い
階
級
が

生
ま
れ
る
。 

② 

剰
余
生
産
物
を
独
占
し
た
支
配
者
は
、

力
の
弱
い
者
を
奴
隷
と
し
て
労
働
さ
せ
、
そ

の
す
べ
て
を
奪
っ
た
。
奴
隷
制
社
会
。
階
級

社
会
へ
と
転
換
し
ま
す
。 

③ 

奴
隷
制
と
は
、
人
そ
の
も
の
を
所
有
す

る
（
牛
や
馬
と
同
じ
）、
生
産
性
が
上
が
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
奴
隷
所
有
者
と
奴
隷
の
生

産
関
係
で
は
、
生
産
力
の
発
展
に
対
応
で
き

な
く
な
り
ま
す
。
生
産
力
の
発
展
が
奴
隷
制

を
打
ち
破
る
の
で
す
。 

 

（
３
）
封
建
制
社
会 

 

① 

奴
隷
は
強
制
的
に
労
働
さ
せ
ら
れ
る
た

め
に
い
や
い
や
な
が
ら
働
き
、
生
産
性
が
低

く
、
そ
れ
以
上
に
上
が
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、

労
働
を
強
制
す
る
た
め
の
強
い
監
視
・
罰
則

体
制
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
絶
え
間
な
い
奴

隷
の
抵
抗
・
逃
亡
が
発
生
し
ま
す
。 

② 

こ
れ
に
対
し
て
、
自
由
に
働
か
せ
た
方

が
、
農
民
は
一
生
懸
命
働
き
、
自
ら
農
機
具

や
肥
料
に
工
夫
と
改
良
を
加
え
、
新
た
な
農

具
を
取
り
入
れ
て
い
く
な
ど
、
生
産
力
が
上

が
り
、
そ
こ
か
ら
年
貢
取
立
て
や
賦
役
労
働

を
や
ら
せ
る
な
ど
の
方
が
支
配
者
の
取
り
分

も
多
く
な
り
ま
す
。 

③ 
こ
の
結
果
、
そ
の
生
産
形
態
が
多
く
な

り
、
奴
隷
制
が
な
く
な
り
、
封
建
制
へ
と
移

行
し
ま
し
た
。 

④ 

奴
隷
制
社
会
か
ら
封
建
制
社
会
へ
の
転

換
は
、
奴
隷
が
奴
隷
主
を
打
ち
倒
し
た
の
で

も
な
く
、
奴
隷
制
社
会
の
中
か
ら
氏
族
制
度

が
発
展
し
、
す
べ
て
の
部
門―
牧
畜
、
農
耕
、

家
内
制
工
業―

の
生
産
の
増
大
は
、
最
初
の

大
き
な
社
会
的
分
業
を
生
み
、
最
初
の
二
つ

の
階
級
へ
の
分
裂
を
生
み
、
奴
隷
主
と
被
支

配
者
の
奴
隷
を
産
み
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
、

牧
畜
、
農
耕
で
の
剰
余
生
産
物
は
力
の
強
い

男
性
の
所
有
、
女
性
は
家
事
労
働
へ
と
押
し

や
ら
れ
、
第
二
の
性
へ
転
落
し
ま
し
た
。
こ

こ
か
ら
、
国
家
（
支
配
階
級
が
被
支
配
階
級

を
支
配
す
る
武
力
装
置
）
が
誕
生
し
ま
し
た

が
、
奴
隷
制
度
で
は
、
奴
隷
の
反
乱
、
枯
渇

が
も
と
で
、
生
産
力
の
発
展
に
追
い
つ
か
な

く
な
り
ま
し
た
。
奴
隷
制
で
は
生
産
力
の
発

展
を
生
か
せ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
す
。 

 

（
４
）
資
本
主
義
社
会 

① 

封
建
社
会
内
で
生
産
力
が
発
展
し
ま
し

た
。
農
業
中
心
、
自
給
自
足
経
済
か
ら
、
商

業
や
手
工
業
が
発
達
し
、
領
主
と
農
民
と
い

う
二
大
階
級
の
他
に
、
商
人
・
手
工
業
者
が

増
え
、
か
つ
力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

② 

新
た
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
（
産
業
資
本

家
）
が
生
ま
れ
、
増
大
し
、
こ
の
手
工
業
と

商
業
の
発
展
に
対
し
て
、
領
主
は
通
商
に
高

い
税
金
を
課
し
、
手
工
業
を
自
ら
に
囲
い
込

み
、
製
造
・
販
売
を
独
占
・
規
制
す
る
な
ど
、
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生
産
力
の
発
展
を
規
制
し
、
社
会
発
展
の
障

害
・
桎
梏
（
し
っ
こ
く
）
と
な
り
ま
し
た
。 

③ 
力
を
持
っ
て
き
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、

通
商
の
自
由
や
生
産
の
自
由
を
主
張
し
て
、

領
主
と
対
立
し
、
最
終
的
に
は
領
主
を
打
ち

倒
し
て
通
商
・
生
産
の
自
由
を
手
に
入
れ
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
封
建
社
会
内
に
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
が
生
ま
れ
、
増
大
し
、
桎
梏
と
な
っ
た

古
い
生
産
関
係
を
打
ち
倒
し
ま
し
た
。 

④ 

資
本
主
義
が
発
達
す
る
と
、
労
働
者
階

級
の
抵
抗
、
運
動
が
強
ま
り
、
社
会
主
義
革

命
が
起
こ
り
ま
し
た
。 

⑤ 

要
約
す
る
と
、
資
本
主
義
社
会
の
発
展

が
進
む
に
つ
れ
、
資
本
の
蓄
積
は
、
ま
す
ま

す
減
少
す
る
数
の
資
本
家
の
手
中
へ
の
生
産

手
段
の
独
占
、
賃
金
労
働
者
の
増
大
、
労
働

生
産
力
の
発
展
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

ら
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
産
業
予
備

軍
も
ま
た
大
き
く
な
り
ま
す
。
予
備
軍
が
大

き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
沈
殿
部
分
た

る
貧
民
も
ま
た
増
大
す
る
の
で
す
。 

 

こ
れ
を
、「
資
本
主
義
的
蓄
積
の
一
般
法

則
（
窮
乏
化
法
則
）」
と
い
い
ま
す
。 

⑥ 

よ
っ
て
、
資
本
主
義
社
会
は
歴
史
的
社

会
で
あ
り
、
永
遠
に
続
く
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
社
会
主
義
社
会
は
歴
史
的
な
必
然
性

で
す
。 

⑦ 

資
本
主
義
と
い
う
生
産
関
係
が
、
生
産

力
の
発
展
の
桎
梏
と
な
り
、
資
本
主
義
を
打

ち
破
り
ま
す
。
し
か
し
、
自
然
に
消
滅
（
自

動
崩
壊
）
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
労
働

者
階
級
が
打
ち
倒
す
、
生
産
手
段
を
取
り
戻

す
階
級
闘
争
が
必
要
で
す
。 

 

社
会
の
変
化
は
偶
然
か
、
必
然
か 

司
会
：
資
本
主
義
社
会
の
発
生
・
発
展
・
衰

退
に
つ
い
て
は
次
号
で
詳
し
く
や
り
ま
す
。 

 

今
日
は
、
社
会
の
変
化
は
偶
然
で
あ
っ
た

の
か
？ 

あ
る
法
則
に
も
と
づ
く
必
然
だ
っ

た
の
か
？ 

を
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
と
思
い

ま
す
。 

斎
藤
：
私
た
ち
は
、
２
０
１
９
年
１
月
号
～

12
月
号
ま
で
「『
空
想
か
ら
科
学
へ
』
に
学

ぶ
」
を
取
り
組
み
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、
自

然
は
弁
証
法
ど
お
り
変
化
し
発
展
し
て
い
る

こ
と
は
、
先
人
た
ち
も
疑
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

し
か
し
、
社
会
の
変
化
・
発
展
に
つ
い
て

は
紆
余
曲
折
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
終
止

符
を
打
っ
た
の
が
マ
ル
ク
ス
で
す
。
マ
ル
ク

ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
か
ら
多
く
を
学
び
ま
し

た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
観
念
論
で
逆

立
ち
し
て
い
る
。
唯
物
弁
証
法
的
に
社
会
の

歴
史
的
事
実
を
探
求
し
、「
今
日
ま
で
の
あ

ら
ゆ
る
社
会
の
（
す
べ
て
の
文
書
に
よ
り
伝

え
ら
れ
て
い
る
）
歴
史
は
階
級
闘
争
の
歴
史

で
あ
る
」
と
説
き
ま
し
た
。 

 

人
類
誕
生
か
ら
、
人
間
は
肩
を
寄
せ
合
い

互
い
に
助
け
合
い
約
２
０
０
万
年
も
の
永
い

間
、
原
始
共
産
主
義
社
会
で
生
き
て
き
ま
し

た
。 

 

宮
田
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
労
働
用
具
等

の
改
良
で
剰
余
生
産
物
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
と
、
そ
の
労
働
手
段
を
持
つ
者
と
持
た
ざ

る
者
に
分
か
れ
、「
階
級
社
会
」
へ
変
化
し

ま
し
た
。
古
代
（
奴
隷
制
）
社
会―

封
建
制

社
会―

資
本
主
義
社
会
へ
と
変
化
・
発
展
し
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て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
社
会
発
展
の
歴

史
を
唯
物
弁
証
法
的
に
解
明
し
た
の
が
『
唯

物
史
観
』
と
学
ん
で
き
ま
し
た
。 

 

原
動
力
は
内
部
矛
盾
の
衝
突 

司
会
：
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
だ
け
で
は
説
明

は
不
十
分
で
す
ね
。
変
化
し
発
展
す
る
原
動 

               

力
は
ど
こ
に
存
在
す
る
の
か
、
何
が
原
因
で

変
化
し
発
展
す
る
の
か
、
分
か
り
や
す
く
説

明
し
て
下
さ
い
。 

千
葉
：
人
間
は
誕
生
の
頃
か
ら
、
腹
い
っ
ぱ

い
食
べ
た
い
。
豊
か
な
暮
ら
し
を
し
た
い
、

と
い
う
欲
求
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
目
的
意

識
的
に
自
然
に
働
き
か
け
生
き
て
き
ま
し
た
。 

 

生
産
力
が
高
ま
る
と
そ
の
時
代
の
生
産
関

係
（
生
産
ー
分
配
ー
交
換
ー
消
費
を
含
め
た

人
間
関
係
）
と
つ
り
合
わ
な
く
な
っ
て
、
次

の
社
会
へ
と
変
化
し
ま
す
。（
図
２
参
照
） 

そ
れ
は
、
子
ど
も
の
成
長
と
服
の
関
係
に

似
て
い
ま
す
。
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
子
ど
も
へ
、

そ
し
て
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
と
成
長
し
て
い

き
ま
す
。
そ
の
成
長
に
合
わ
せ
て
外
皮
で
あ

る
服
も
子
ど
も
の
成
長
に
合
わ
せ
て
変
わ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
土
台
で
あ
る
下
部
構

造
〔
経
済
構
造
〕
の
変
化
に
合
わ
せ
て
、
社

会
制
度
で
あ
る
上
部
構
造
＝
第
一
層
：
法
制

的
・
政
治
的
諸
関
係
（
国
家
、
政
治
、
法

律
）、
第
二
層
：
社
会
・
階
級
心
理
（
道
徳
、

思
想
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）、
第
三
層
：
精
神

分
化
の
諸
形
態
（
科
学
、
宗
教
、
芸
術
）
が

変
わ
る
こ
と
も
学
ん
で
き
ま
し
た
。 

司
会
：
は
い
そ
う
で
す
ね
。
私
た
ち
は
資
本

主
義
社
会
に
生
ま
れ
、
資
本
主
義
的
学
校
教

育
で
育
っ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
学
校
の

歴
史
教
育
で
は
、「
イ
イ
ク
ニ
（
１
１
９
２

年
）
つ
く
ろ
う
鎌
倉
幕
府
」（
最
近
の
教
科

書
で
は
、「
イ
イ
ハ
コ
（
１
１
８
５
年
）
つ

く
ろ
う
鎌
倉
幕
府
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
）

と
、
い
つ
、
な
に
が
あ
っ
た
か
、
だ
け
で
し

た
。 

 

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
社
会
は
法
則
通
り
、
変

化
発
展
す
る
こ
と
を
学
ん
で
は
資
本
家
階
級

が
困
る
か
ら
で
す
。
私
た
ち
社
会
の
担
い
手

で
あ
る
労
働
者
階
級
こ
そ
、
こ
の
『
唯
物
史

観
』
を
自
ら
の
も
の
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。 

 

次
回
は
、
そ
れ
ら
に
基
づ
き
、
こ
の
資
本

主
義
社
会
は
ど
の
よ
う
に
発
生
し
、
経
済
構

造
の
変
化
で
〔
段
階
の
変
化
〕、〔
局
面
の
変

化
〕
を
向
か
え
た
か
を
島
田
実
東
京
東
部
県

協
事
務
局
長
に
レ
ポ
ー
ト
し
て
も
ら
い
ま
す
。 

図２ 社会の構成図 

精神文化の諸形態 

社会心理(階級) 

法制的 
政治的諸関係 

経 済 構 造 
生産―分配―交換―消費 
という全過程の生産関係 

上
部
構
造 

土 

台 


