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ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナー

『
社
会
問
題
の
核
心
』
を
読
む 

　
こ
こ
一
年
ほ
ど
か
け
て
、
高
橋
巌
先
生
を
囲
む
月
一
度
開
催
の
読
書
会

で
、
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
『
社
会
問
題
の
核
心
（
原
著: 1919

年4

月
出
版
）
』
（
高
橋
巌
訳/2010/

春
秋
社
刊
）
を
読
み
進
め
、
つ
い

最
近
、
ひ
と
ま
ず
読
書
会
と
し
て
『
社
会
問
題
の
核
心
』
を
読
了
し
た
。

『
社
会
問
題
の
核
心
』
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
「
社

会
」
に
関
す
る
論
考
を
き
ち
ん
と
読
み
込
む
の
は
、
私
に
と
っ
て
は
じ
め

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
〝
霊
性
〞
に
関
す
る
論
考
と
同
様
、
そ
の

内
容
は
現
代
に
お
い
て
も
（
む
し
ろ
現
代
だ
か
ら
こ
そ
）
き
わ
め
て
示
唆

に
富
む
も
の
で
あ
っ
た
。 

　
さ
ら
に
私
に
と
っ
て
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
論
考

は
、
人
と
し
て
の
〝
霊
性
〞
に
通
底
す
る
社
会
論
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主

義
を
は
じ
め
と
し
た
ド
グ
マ
的
な
社
会
思
想
の
残
滓
を
見
事
に
一
掃
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
先
の
読
書
会
に
お
け
る
仲
間
達
と
の
意
見
交
換
に
よ
る

成
果
も
踏
ま
え
つ
つ
、
半
年
か
ら
一
年
位
は
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

し
ば
ら
く
の
間
少
し
ず
つ
、
『
社
会
問
題
の
核
心
』
を
順
に
読
む
進
め
る

形
で
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
社
会
論
を
め
ぐ
る
私
な
り
の
思
い
を
述
べ
て
い
く

こ
と
に
す
る
。
ま
ず
は
、
﹇
ま
え
が
き
と
序
論
﹈
か
ら
「
精
神
生
活
と
教

育
の
自
由
」
に
つ
い
て…

…

　
﹇
ま
え
が
き
と
序
論
﹈
か
ら 

﹇
一
﹈
精
神
生
活
と
教
育
の
自
由 

　
《
精
神
生
活
の
自
由
〜
国
家
と
経
済
か
ら
精
神
生
活
を
解
放
す
る
》 

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

に
よ
る
社
会
論
の
中
心
を
為
す
考
え
方
は
、
端
的
に
は

「
社
会
有
機
体
三
分
節
化
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
社

会
有
機
体
三
分
節
化
」
を
支
え
る
根
柢
に
あ
る
の
が
「
精
神
生
活
の
自

由
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

【
近
代
は
国
家
制
度
と
経
済
力
と
に
高
度
に
依
存
し
た
精
神
生
活
を
発
達

さ
せ
た
。
】
（
「
世
間
の
考
え
方
」p-xii

） 

【
わ
れ
わ
れ
の
公
共
生
活
の
混
乱
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
精
神
生
活
が

国
家
と
経
済
と
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
。
（
中
略
）
こ
の
こ

と
を
明
示
す
る
と
い
う
、
今
日
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ
な
い
課
題
を
、
本
書
は

引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
依
存
か
ら
精
神
生
活
を
解

放
す
る
こ
と
が
、
極
め
て
緊
急
な
社
会
問
題
の
一
部
分
を
構
成
し
て
い
る

1
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こ
と
も
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
】
（
「
自
立
し
た
公
共
生
活
を
取

り
戻
す
」p-xiii

） 

　
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
精
神
生
活
は
生
命
的
・
本
質
的
に
自
由

で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ハー

バー

ト
・
リー

ド
が
『
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
哲
学
』
（1968/

法
政
大
学
出
版
局
刊
）
に
お
い

て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る…

…

「
フ
リー

ダ
ム
と
リ
バ
テ
イー

」
、

「
文
化
と
文
明
」
、
あ
る
い
は
、
「 

共
同
体
と
国
家
」…

…

に
繋
が
る

も
の
で
あ
る
。

【
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
マ
ル
ク
ス
が
フ
リー
ダ
ム
と
リ
バ
テ
ィー

を
根
本
的
に

混
同
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
ら
が
フ
リー

ダ
ム

に
よ
っ
て
意
味
し
て
い
る
も
の
は
、
政
治
的
な
自
由
、
つ
ま
り
経
済
環
境

へ
の
人
間
の
関
係
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
フ
リー

ダ
ム
と
は
生
の
全
過
程

へ
の
人
間
の
関
係
な
の
で
あ
る
。
】
（
同
上
書
「
実
存
主
義
・
マ
ル
ク
ス

主
義
・
ア
ナ
キ
ズ
ム
（1949

）
」p195

） 

【
フ
リー

ダ
ム
と
リ
バ
テ
ィー

、
文
化
と
文
明 ̶

 

こ
の
よ
う
な
言
葉

で
、
わ
れ
わ
れ
は
存
在
を
二
つ
の
範
疇
に
、
す
な
わ
ち
、
有
機
的
な
成
長

と
人
為
的
な
組
織
に
区
別
で
き
る
。
こ
の
観
点
か
ら
人
間
社
会
を
見
る
場

合
、
相
互
扶
助
を
不
可
欠
と
す
る
人
間
的
必
要
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
、

生
物
学
的
な
あ
る
発
達
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会

発
展
の
一
般
的
性
格
を
も
っ
と
も
よ
く
示
し
て
い
る
言
葉
は
共
同
体
で
あ

る
。 

だ
が
、
人
類
の
階
級
へ
の
分
裂
を
決
定
し
た
も
の
が
、
生
物
学
的

必
要
で
は
な
く
、
政
治
的
必
然
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
発

展
か
ら
明
瞭
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
階
級
は
経
済
的
な
い
し
軍
事
的
で
あ

り
、
そ
の
目
的
は
絶
対
権
力
の
領
域
の
創
出
で
あ
る
。
こ
の
領
域
に
わ
れ

わ
れ
は
国
民
、
も
っ
と
正
確
に
は
国
家
の
名
を
与
え
る
。
】
（
同
上
書

「
自
由
の
鎖
（1946-1952

）
」p280

）

　
こ
の
「
フ
リー

ダ
ム
」
＝
「
精
神
生
活
の
自
由
」
と
は
、
私
に
と
っ

て
、
ハー

バー

ト
・
リー

ド
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ポー

ル
・
エ
リ
ュ

アー

ル
（Paul Eluard/1895-1952/

フ
ラ
ン
ス
）
が
「Liberté

（
自

由
）
」
﹇
註
﹈
の
名
の
下
に
記
す
詩
編
の
切
な
る
響
き
で
あ
り
、
あ
る
い

は
、
リ
ッ
チー

・
ヘ
ブ
ン
ス
（Richie H

avens/1941-2013/

ア
メ
リ

カ
）
が1969

年8

月
の
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
お
い

て
、
黒
人
霊
歌
「Som

etim
es I feel like a m

otherless child

」
を

引
用
し
て
即
興
的
に
歌
っ
た
「Freedom

」
の
熱
い
響
き
な
の
だ
。 

﹇
註
﹈
こ
の
詩
編
最
終
章
を
以
下
の
通
り
（
安
東
次
男
訳
） 

　
　Et par le pouvoir d'un m

ot
　
　
（
そ
し
て
た
だ
一
つ
の
語
の
力
を
か
り
て
） 
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ルドルフ・シュタイナー『社会問題の核心』を読む

　
　Je recom

m
ence m

a vie 

       
（
ぼ
く
は
も
う
一
度
人
生
を
始
め
る
） 

　
　Je suis né pour te connaître 

　
　
（
ぼ
く
は
生
れ
た
お
ま
え
を
知
る
た
め
に
） 

　
　Pour te nom

m
er 

　
　
（
お
ま
え
に
名
づ
け
る
た
め
に
） 

　
　Liberté. 

　
　
（
自
由
　
と
。
） 

 

　
《
教
育
の
自
由
〜
自
由
な
精
神
生
活
を
育
む
土
台
と
し
て
》

　
「
ま
え
が
き
と
序
論
」
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
主
要
な
論
旨
は
、

ま
ず
は
「
精
神
生
活
の
自
由
」
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
そ
の
「
精
神
生
活

の
自
由
」
の
土
台
と
な
る
「
教
育
の
自
由
」
の
あ
り
方
と
必
要
性
に
つ
い

て
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
次
の
よ
う
に
語
る
。

【
精
神
生
活
は
そ
の
本
質
上
、
社
会
有
機
体
の
中
で
、
完
全
に
独
立
し
た

分
野
と
し
て
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
す
ベ
て
の
精
神
生
活
が

そ
こ
か
ら
発
す
る
と
こ
ろ
の
教
育
制
度
、
学
校
制
度
は
、
教
育
す
る
人
た

ち
の
自
主
管
理
下
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
国
家
も
し
く
は
経
済
の
分

野
で
働
く
人
が
、
こ
の
管
理
に
介
入
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ど
の
教
師
も
、
授
業
の
た
め
に
用
い
る
時
間
だ
け
で
な
く
、
教
育
分
野
の

管
理
者
と
し
て
の
時
間
を
も
持
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
師
は
教
育
と

授
業
に
心
を
使
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
管
理
に
も
心
を
使
う
こ
と
が
で
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誰
で
も
、
生
き
た
教
育
実
践
を
し
て
い
な
い
人

は
、
教
師
に
指
図
し
て
は
な
ら
な
い
。
議
会
も
そ
う
し
て
は
な
ら
な

い
。
】
（
「
自
立
し
た
公
共
生
活
を
取
り
戻
す
」p-xiv

） 

　
こ
こ
で
は
、
「
精
神
生
活
の
自
由
」
を
育
む
「
教
育
の
自
由
」
に
つ
い

て
、
至
極
当
然
の
本
質
的
な
あ
り
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ

だ
け
に
、
現
代
日
本
に
お
け
る
「
教
育
」
の
あ
り
方
が
、
国
家
的
且
つ
経

済
的
な
支
配
・
統
制
の
も
と
で
、
そ
の
「
自
由
」
が
根
本
か
ら
否
定
さ
れ

歪
め
ら
れ
て
い
る
事
実
を
露
に
す
る
。

　
そ
う
し
た
現
代
日
本
に
お
け
る
国
家
的
な
支
配
・
統
制
は…

…

教
育
委

員
会
任
命
制
度
の
導
入
、
学
習
指
導
要
領
法
的
拘
束
力
の
強
化
、
教
科
書

検
定
制
度
の
強
化
、
小
中
学
校
・
道
徳
教
育
の
「
特
別
な
教
科
」
化
に
よ

る
評
価
導
入 etc.…

…

私
が
知
る
だ
け
で
も
多
々
あ
る
。
経
済
的
な
支

3
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配
・
統
制
を
示
す
最
近
の
典
型
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な2016

年
に
経

団
連
が
示
し
た
「
今
後
の
教
育
改
革
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方

（2016.4.19

）
」 

が
私
の
眼
に
留
ま
る
。

【
変
化
の
激
し
い
、
将
来
が
展
望
し
に
く
い
状
況
に
お
い
て
経
済
成
長
を

維
持
す
る
た
め
に
は
、
開
か
れ
た
質
の
高
い
教
育
や
、
学
び
直
し
に
よ
る

生
涯
学
習
を
通
じ
て
国
民
一
人
ひ
と
り
の
能
力
や
生
産
性
を
高
め
、
産
業

構
造
や
社
会
の
変
化
に
主
体
的
に
対
応
し
、
生
涯
現
役
で
活
躍
で
き
る
人

材
を
育
成
す
る
こ
と
が
急
が
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
次
世
代
の
人
材
に
求

め
ら
れ
る
素
質
、
能
力
を
明
ら
か
に
し
、
初
等
中
等
教
育
段
階
か
ら
高
等

教
育
ま
で
、
一
貫
し
た
か
た
ち
で
そ
れ
ら
を
育
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
】
（
「Ⅱ

. 

次
世
代
を
担
う
人
材
に
求
め
ら
れ
る
素
質
、
能
力 

」
よ

り
抜
粋
）

　
こ
の
経
団
連
の
主
張
に
は
、
〈
自
由
な
精
神
生
活
を
育
む
人
間
教
育
〉

を
〈
経
済
成
長
に
寄
与
す
る
人
材
育
成
〉
へ
と
歪
め
、
本
質
的
な
人
間
性

そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
ん
ら
の
躊
躇
も
な
く
、
成
長
幻
想
に
囚

わ
れ
た
〝
資
本
〞
の
傲
慢
と
欲
望
が
露
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、2015

年11

月
に
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
し
て
発
表
さ
れ
た
次
の

よ
う
な 

「
一
億
総
活
躍
社
会
」
と
称
さ
れ
た
内
容
を
見
る
と
、
近
年
ま

す
ま
す
、
国
家
と
経
済
が
一
体
と
な
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
の
機
会
に
対

し
て
支
配
・
統
制
を
押
し
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。

【
若
者
も
高
齢
者
も
、
女
性
も
男
性
も
、
障
害
や
難
病
の
あ
る
方
々
も
、

一
度
失
敗
を
経
験
し
た
人
も
、
み
ん
な
が
包
摂
さ
れ
活
躍
で
き
る
社
会
、

そ
れ
が
一
億
総
活
躍
社
会
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
人
ひ
と
り
が
、
個
性

と
多
様
性
を
尊
重
さ
れ
、
家
庭
で
、
地
域
で
、
職
場
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
希

望
が
か
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
を
発
揮
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生
き
が
い

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
創
る
。
そ
の
た
め
に
、
一
人
ひ
と
り
の

希
望
を
阻
む
、
あ
ら
ゆ
る
制
約
を
取
り
除
き
、
活
躍
で
き
る
環
境
を
整
備

す
る
。 

　
こ
う
し
た
取
組
の
中
で
、
国
民
一
人
ひ
と
り
の
安
心
感
が
醸
成
さ
れ
、

将
来
の
見
通
し
が
確
か
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
の
底
上
げ
、
投
資
の

拡
大
が
促
さ
れ
、
経
済
の
好
循
環
が
よ
り
一
層
強
化
さ
れ
る
。
ま
た
、

個
々
人
の
多
様
な
能
力
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
、
多
様
性
が
認
め
ら
れ
る
社

会
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
着
想
に
よ
る
イ
ノ
ベー

シ
ョ

ン
の
創
出
を
通
じ
た
生
産
性
の
向
上
に
よ
っ
て
経
済
成
長
を
加
速
す
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。
】
（
「
基
本
的
考
え
方--

包
摂
と
多
様
性
が
も
た
ら

す
持
続
的
な
成
長--

」
よ
り
）

　
こ
う
し
た
「
教
育
の
自
由
」
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
歪
め
る
国
家
的
且

つ
経
済
的
な
支
配
・
統
制
か
ら
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ま
っ
と
う
な
「
社

4
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会
意
志
」
の
も
と
で
、
未
来
あ
る
社
会
生
活
を
築
き
得
る
人
間
は
育
ち
よ

う
が
な
い
。
再
度
、
私
た
ち
は
、
次
の
よ
う
な
「
教
育
の
自
由
」
に
係
る

シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
葉
を
噛
み
締
め
た
い
。

【
子
ど
も
の
能
力
を
特
定
の
方
向
に
ど
こ
ま
で
導
い
て
い
く
の
か
を
判
断

す
る
こ
と
は
、
自
由
な
精
神
共
同
体
の
中
で
の
み
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
判
断
を
正
し
く
下
す
こ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
共
同
体
に
支
え

ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
国
家
生
活
、
経
済
生
活

は
、
自
分
の
立
場
か
ら
で
は
精
神
生
活
を
形
成
す
る
力
を
も
て
な
い
。
】

（
「
自
立
し
た
公
共
生
活
を
取
り
戻
す
」p-xv

）
—

 2017/05/04 

記 —

﹇
二
﹈
生
計
目
的
の
賃
労
働
か
ら
精
神
生
活
と
し
て
の
労
働
へ

　
《
商
品
と
し
て
の
賃
労
働
か
ら
連
携
組
織
に
お
け
る
報
酬
へ
》 

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
『
社
会
問
題
の
核
心
』
（
以
下
、
本
著
と
略
す
）
の

全
体
を
通
し
、
三
分
節
化
さ
れ
た
社
会
有
機
体
に
お
い
て
は
生
計
維
持
を

目
的
と
す
る
賃
金
労
働
（
者
）
は
消
滅
し
、
あ
ら
ゆ
る
労
働
が
本
来
の
姿

で
あ
る
精
神
生
活
と
し
て
成
立
す
る
と
の
展
望
を
描
い
て
み
せ
る
。
近
代

資
本
主
義
社
会
に
染
ま
り
き
っ
た
私
た
ち
に
は
、
何
か
途
方
も
な
い
構
想

な
の
だ
が
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
語
調
は
確
固
た
る
イ
メー

ジ
に
基
づ
い
て

い
る
。

　
私
自
身
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
考
え
る…

…

社
会
主
義
的
な
生
産
手
段
の

公
有
化
に
よ
ら
な
い
「
賃
金
労
働
（
者
）
の
消
滅
」
、
あ
る
い
は
、
生
計

維
持
を
目
的
と
し
な
い
「
精
神
生
活
と
し
て
の
労
働
」
と
い
う
イ
メー

ジ

が
な
か
な
か
了
解
で
き
ず
、
本
書
を
幾
度
な
く
読
み
返
す
と
と
も
に
関
連

書
籍
を
読
む
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
辺
り
を
巡
っ
て
書
き
記

す
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
は
、
な
ぜ
「
賃
金
労
働
（
者
）
の
消
滅
」
な
の

か…
…

シ
ュ
タ
イ
ナー

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

【
連
携
組
織
に
は
、
「
賃
金
労
働
者
」
は
存
在
し
な
い
。
賃
金
労
働
者
の

属
す
る
組
合
は
み
ず
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
企
業
家
か
ら
で
き
る
だ
け
高
い

賃
金
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
が
、
連
携
組
織
の
労
働
者
は
、
企
業
家
、
消

費
者
と
一
緒
に
働
き
、
業
績
に
応
じ
た
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
こ
と
は
組

合
に
お
け
る
議
会
政
治
的
な
議
決
に
よ
っ
て
は
生
じ
な
い
。
】
（
「
経
済

生
活
に
お
け
る
連
携
組
織
」p-xxii-xxiii

）

　
つ
ま
り
、
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
〈
商
品
と
し
て
の
賃
金
労

働
〉
か
ら
三
分
節
化
さ
れ
た
社
会
有
機
体
に
お
け
る
〈
連
携
組
織
に
お
け

5
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る
報
酬
〉
へ
の
転
換
が
、
「
賃
金
労
働
（
者
）
の
消
滅
」
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
「
連
携
組
織
」
と
は
な
に
か…

…

シ
ュ
タ
イ
ナー

は
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。 

【
経
済
生
活
は
国
家
制
度
か
ら
も
、
国
家
主
義
か
ら
も
独
立
し
て
、
自
分

自
身
の
力
で
発
展
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
消
費
者
と
流
通
業
者
と
生
産
者
の
諸
団
体
が
、
経
済
的
観
点
に

従
っ
て
、
国
家
か
ら
独
立
し
て
、
連
携
組
織
を
形
成
す
る
と
き
の
み
で
あ

る
。
】
（
「
経
済
生
活
に
お
け
る
連
携
組
織
」p-xxi

）

【
或
る
連
携
組
織
の
内
部
で
は
、
専
門
知
識
や
事
実
認
識
に
よ
っ
て
利
害

関
係
が
包
括
的
に
調
整
さ
れ
る
。
法
律
が
財
の
生
産
や
循
環
や
消
費
を
規

制
す
る
の
で
は
な
く
、
個
人
や
グ
ルー

プ
の
直
接
的
洞
察
や
利
害
関
係

が
、
そ
れ
ら
を
規
制
す
る
。
連
携
組
織
生
活
の
中
で
人
び
と
が
必
要
な
洞

察
を
も
て
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
】
（
「
同
上
」 

p-xxii

）

　
こ
の
「
連
携
組
織
」
を
イ
メー

ジ
す
る
の
も
な
か
な
か
難
し
い
が
、
自

主
管
理
に
基
づ
く
生
産
組
織
と
し
て
了
解
可
能
で
あ
り
、
柳
宗
悦
が
『
柳

宗
悦
選
集-

第
三
巻 

工
藝
文
化
』
（1954 /

春
秋
社
刊
）
で
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
「
ギ
ル
ド
」
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

【
こ
の
組
織
（
中
世
期
の
ギ
ル
ド
）
は
三
つ
の
功
德
を
有
つ
た
と
思
へ

る
。
之
に
よ
つ
て
相
瓦
補
助
の
實
を
擧
げ
た
。
彼
等
は
團
結
し
て
互
を
助

け
た
。
次
に
は
之
に
よ
つ
て
利
益
の
配
分
が
、
ほ
ぼ
合
理
的
に
な
さ
れ

た
。
之
が
た
め
激
し
い
貧
の
懸
隔
か
ら
彼
等
を
救
つ
た
。
さ
う
し
て
第
三

に
は
工
藝
の
各
部
門
の
綜
合
的
連
絡
が
成
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
凡
て
の

工
藝
を
有
機
的
な
統
一
に
導
く
に
至
っ
た
。
組
合
の
確
立
は
材
料
の
配
給

や
、
人
員
の
統
轄
や
、
生
產
の
過
程
や
、
品
質
の
維
持
や
、
各
部
門
の
密

接
な
連
繫
や
、
そ
の
標
準
の
向
上
や
、
又
価
格
の
合
理
化
や
、
そ
の
販
売

や
、
是
等
の
統
制
を
容
易
に
し
、
又
そ
れ
を
强
固
な
も
の
に
さ
せ
た
。
】

（
「
勞
働
と
組
織
」p184-p185

）

【
だ
か
ら
共
榮
を
旨
と
し
た
秩
序
が
崩
れ
る
や
、
工
藝
は
之
に
伴
つ
て
一

途
に
低
落
し
て
行
つ
た
。
こ
の
崩
潰
を
導
い
た
も
の
は
、
手
工
藝
に
於
い

て
は
問
屋
の
制
度
で
あ
り
、
機
械
工
業
に
於
い
て
は
商
業
主
義
に
よ
る
資

本
制
度
で
あ
つ
た
。
何
れ
も
個
人
の
利
益
を
主
眼
と
し
、
共
榮
の
理
想
を

破
る
も
の
で
あ
つ
た
。
個
人
主
義
は
健
全
な
工
藝
の
普
及
を
不
可
能
に
さ

せ
た
。
】
（
「
同
上
」 p185-p186

）

　
こ
う
し
た
「
中
世
期
の
ギ
ル
ド
」
を
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
う
「
連
携
組

織
」
と
繋
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
時
代
錯
誤
の
空
想
論
と
し
て
片
付
け
て

し
ま
う
の
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
語
る
社
会
有
機
体
三
分
節
化
が
イ
メー

ジ
で
き
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
た
後
の
本
著

6
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﹇
本
論
﹈
に
入
っ
て
か
ら
触
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
、

ハー
バー

ト
・
リー

ド
の
『
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
哲
学
』
（1968/

法
政
大
学

出
版
局
刊
）
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
指
摘
を
紹
介
し
て
お
く
。
そ
し
て
、

「
賃
金
労
働
（
者
）
」
を
成
立
さ
せ
た
近
代
資
本
主
義
社
会
こ
そ
が
、
人

間
本
来
の
経
済
生
活
の
あ
り
方
を
歪
め
て
い
る
歴
史
的
に
特
殊
な
経
済
制

度
で
あ
る
こ
と
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

【
ア
ナ
キ
ス
ト
は
人
間
の
唯
一
性
を
認
め
、
人
間
が
同
胞
と
の
間
で
追
求

す
る
共
感
と
相
互
扶
助
を
限
度
と
し
て
組
織
を
許
容
す
る
。
そ
こ
で
現
に

ア
ナ
キ
ス
ト
は
、
社
会
契
約
の
代
わ
り
に
機
能
契
約
を
提
起
し
、
契
約
の

権
威
は
特
定
の
機
能
の
遂
行
に
だ
け
限
ら
れ
る
。
政
治
的
一
元
論
者
も
し

く
は
権
威
主
義
者
は
、
画
一
性
を
強
要
す
る
組
織
体
と
し
て
社
会
を
と
ら

え
る
。
ア
ナ
キ
ス
ト
に
と
っ
て
、
社
会
と
は
諸
集
団
の
均
衡
な
い
し
は
調

和
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
ほ
と
ん
ど
は
一
つ
あ
る
い
は
そ
れ
以

上
の
集
団
に
属
し
て
い
る
。
唯
一
の
困
難
は
相
互
関
係
の
調
和
で
あ

る
。
】
（
「
ア
ナー

キ
ズ
ム
の
逆
説
（1941

）
」p166

）

【
現
代
を
離
れ
て
、
た
と
え
ば
中
世
へ
行
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
不
完

全
な
が
ら
、
機
能
的
な
社
会
組
織
が
可
能
な
こ
と
を
示
す
実
例
が
み
ら
れ

る
。
そ
の
漸
進
的
な
完
成
は
資
本
主
義
の
勃
興
の
た
め
に
妨
げ
ら
れ
た
の

だ
。
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
が
示
し
た
よ
う
に
、
他
の
時
代
、
他
の
社
会
形
態
も

ま
た
、
機
能
集
団
間
の
相
関
関
係
の
調
和
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
十
分

に
確
証
し
て
い
る
。
】
（
「
同
上
」 p167

）

《
三
分
節
化
さ
れ
た
社
会
有
機
体
に
お
け
る
精
神
生
活
と
し
て
の
労
働
》

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

が
構
想
す
る
社
会
有
機
体
三
分
節
化
の
も
と
で
は
、

「
賃
金
労
働
（
者
）
の
消
滅
」
と
い
う
こ
と
が
、
労
働
力
商
品
の
市
場
的

対
価
と
し
て
の
「
賃
金
」
か
ら
、
労
働
成
果
の
業
績
的
対
価
と
し
て
の
「
報

酬
」
へ
の
転
換
の
み
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
の
み
で
あ

る
な
ら
ば
、
あ
る
意
味
、
今
ふ
う
の
業
績
主
義
・
能
力
主
義
に
堕
し
て
し

ま
う
。

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
語
る
「
賃
金
労
働
（
者
）
の
消
滅
」
と
は
、
同
時

に
、
生
計
維
持
を
目
的
と
す
る
〝
労
働
〞
そ
の
も
の
の
変
容
で
あ
り
、
人

間
本
来
の
労
働
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
の
「
精
神
生
活
と
し
て
の
労
働
」

へ
の
根
柢
的
な
転
換
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
人

間
的
労
働
に
関
す
る
深
い
洞
察
力
、
そ
し
て
、
そ
の
社
会
論
の
独
自
性
と

普
遍
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
本
著
﹇
本
論
﹈
を
前
に

し
て
次
の
よ
う
に
記
し
、
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

【
人
間
と
人
間
、
連
携
組
織
と
連
携
組
織
の
関
係
は
、
労
働
の
傍
ら
で
形

成
さ
れ
、
そ
の
形
成
に
よ
っ
て
、
労
働
す
る
者
の
意
欲
も
消
費
す
る
者
の

7
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利
益
も
保
障
さ
れ
る
。
】
（
「
経
済
生
活
に
お
け
る
連
携
組
織
」p-

xxiii
）

【
こ
の
よ
う
な
連
携
共
同
体
を
求
め
よ
う
と
す
る
衝
動
は
、
人
間
本
性
が

国
家
の
干
渉
を
受
け
な
い
限
り
、
お
の
ず
と
生
じ
て
く
る
。
他
方
、
自
由

な
精
神
生
活
も
そ
こ
に
結
び
つ
こ
う
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
自
由
な
精
神
生

活
は
、
こ
の
よ
う
な
共
同
体
の
中
で
役
に
立
ち
た
い
と
願
う
か
ら
で
あ

る
。
】
（
「
同
上
」 p-xxiii
）

【
精
神
生
活
が
自
由
で
あ
れ
ば
、
そ
の
精
神
生
活
固
有
の
力
を
有
効
に
働

か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
連
携
的
に
形
成
さ
れ
た
経
済
組
織
で

あ
れ
ば
、
連
携
組
織
の
中
で
経
済
価
値
を
有
効
に
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
経
済
生
活
の
中
で
個
人
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
経
済
的

に
連
携
し
て
い
る
人
た
ち
と
の
共
同
生
活
か
ら
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
自
分
の
仕
事
に
見
合
っ
た
仕
方
で
、
経
済
生
活
に
関
与
す

る
。
】
（
「
精
神
生
活
と
経
済
生
活
の
連
携
」p-xxv

） 

　
以
上
の
論
述
だ
け
で
は
、
「
精
神
生
活
と
し
て
の
労
働
」
と
い
う
イ

メー

ジ
は
掴
み
づ
ら
い
し
、
﹇
本
論
﹈
に
お
い
て
も
詳
し
く
は
論
じ
ら
れ

て
い
な
い
が
、
私
の
理
解
は…

…

三
分
節
化
さ
れ
た
社
会
有
機
体
に
お
け

る
「
自
由
な
精
神
生
活
」
の
も
と
で
は
、
人
間
本
来
の
社
会
意
志
（
共
同

体
の
中
で
役
立
ち
た
い
）
と
し
て
、
自
ず
と
連
携
組
織
に
お
け
る
労
働
へ

の
衝
動
・
意
欲
が
芽
生
え
る…

…

と
い
う
意
味
で
の
「
精
神
生
活
と
し
て

の
労
働
」
と
い
う
こ
と
だ
。
む
ろ
ん
、
こ
こ
で
の
「
精
神
生
活
と
し
て
の

労
働
」
に
、
業
種
・
職
種
等
に
よ
る
差
異
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
「
精
神
生
活
と
し
て
の
労
働
」
と
い
う
構
想
に
対
し
て

は…
…

生
計
目
的
（
生
活
の
た
め
の
収
入
確
保
）
の
労
働
も
「
精
神
生

活
」
な
の
か
と
い
う
疑
問
（
生
計
維
持
と
い
う
経
済
生
活
そ
の
も
の
で
な

い
か
？
）
、
そ
し
て
、
労
働
へ
の
衝
動
・
意
欲
を
人
間
本
来
の
社
会
意
志

と
し
て
見
る
こ
と
へ
の
疑
問
（
人
間
は
元
来
、
社
会
（
他
者
）
の
為
に
働

く
意
欲
な
ど
な
い
の
で
は
な
い
か
？
）…

…

と
い
ぶ
か
る
声
が
、
シ
ュ
タ

イ
ナー

当
時
よ
り
今
日
ま
で
連
綿
と
続
く
。 

　
第
一
の
疑
問
に
つ
い
て
は…

…

シ
ュ
タ
イ
ナー

の
構
想
す
る
三
分
節
化

さ
れ
た
社
会
有
機
体
の
も
と
に
お
い
て
、
生
活
の
た
め
の
収
入
は
社
会

的
・
公
共
的
に
等
し
く
保
障
さ
れ
る
（
い
わ
ゆ
る
「
ベー

シ
ッ
ク
イ
ン
カ

ム
」
）…

…

も
の
と
し
て
私
は
理
解
す
る
。
そ
の
結
果
、
労
働
成
果
に
対

し
て
得
ら
れ
る
「
報
酬
」
が
経
済
過
程
で
担
う
役
割
自
体
、
生
計
維
持
を

主
目
的
と
す
る
「
賃
金
」
と
は
異
な
る
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
「
報
酬
」
と
し
て
得
ら
れ
る
貨
幣
は
、
生
計
の
た
め
の
生

活
財
購
入
の
た
め
の
決
済
を
担
う
こ
と
よ
り
も
、
主
と
し
て
、
新
た
な
経

済
活
動
に
備
え
て
の
投
資
や
融
資
を
担
い
、
さ
ら
に
は
、
社
会
的
相
互
扶

助
と
し
て
の
贈
与
を
担
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

8
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第
二
の
疑
問
は
難
関
で
あ
り
、
私
自
身
、
今
で
も
そ
う
し
た
想
い
に
し

ば
し
ば
陥
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
囚
わ
れ
に
あ
る
時…

…

「
精
神
生
活

と
し
て
の
労
働
」
と
い
う
構
想
自
体
が
、
実
は
、
自
由
な
精
神
生
活
に

よ
っ
て
育
ま
れ
る
人
間
本
来
の
「
社
会
意
志
」
の
発
露
な
の
で
あ
り
、
そ

の
「
社
会
意
志
」
を
支
え
て
い
る
の
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
霊
性
論
に
よ

る
「
叡
智
」
や
「
意
志
」
な
の
だ…

…

と
い
う
気
付
き
に
救
わ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
気
付
き
に
対
し
て
、
『
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
葉
』
（
高
橋

訳
、
飯
塚
編/2014/

春
秋
社
刊
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
言
葉

は
、
私
へ
の
励
ま
し
と
な
る
。

【
現
代
の
課
題
は
、
各
人
が
み
ず
か
ら
の
内
な
る
衝
動
か
ら
全
体
の
た
め

に
働
く
よ
う
に
な
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
時
代
に
も
妥
当
す
る
よ

う
な
社
会
問
題
の
解
決
法
を
探
し
た
り
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
。
た
だ
自

分
の
生
き
て
い
る
今
の
時
代
の
直
接
的
な
必
要
だ
け
を
ふ
ま
え
て
、
社
会

的
に
思
考
し
、
活
動
す
れ
ば
い
い
。
（
中
略
）
精
神
を
ふ
る
い
立
た
せ
る

世
界
観
を
も
た
な
い
限
り
、
物
質
上
の
豊
か
さ
を
促
し
て
く
れ
る
諸
制
度

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
中
で
生
き
る
人
は
誰
で
も
利
己
主
義
を
強
め

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
次
第
に
困
窮
、
不
幸
、
貧
困
が
生

み
出
さ
れ
る
。
】
（
「
第
二
の
か
ら
だ
の
た
め
に
は
た
ら
く
」 p259-

p260

） 

̶
 2017/05/05 

記 ̶
 

﹇
三
﹈
イ
デ
オ
ロ
ギー

的
社
会
論
か
ら
倫
理
的
個
体
主
義
に
基
づ
く
三
分

節
化
へ

　
《
社
会
有
機
体
三
分
節
化
を
ど
う
読
み
解
く
か
》

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
、
﹇
本
論
﹈
に
先
立
っ
て
﹇
ま
え
が
き
と
序
論
﹈
を

ま
と
め
る
形
で
、
そ
の
社
会
論
の
核
と
な
る
「
社
会
有
機
体
三
分
節
化
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

【
精
神
生
活
に
お
い
て
は
、
各
人
が
自
分
の
特
別
の
能
力
に
従
っ
て
自
由

に
活
動
す
る
。
経
済
生
活
に
お
い
て
は
、
連
携
組
織
的
関
連
の
中
で
、
そ

れ
ぞ
れ
が
自
分
の
場
所
を
占 

め
る
。
政
治
的=

法
的
国
家
生
活
に
お
い
て

は
、
各
人
が
純
人
間
的
な
権
利
を
持
つ
。
こ
の
権
利
は
自
由
な
精
神
生
活

の
中
で
働
く
能
力
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
各
人
の
生
産
す
る
財
が
連
携
的

経
済
生
活
の
中
で
ど
ん
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
も
独

立
し
て
い
る
。
（
中
略
）
社
会
有
機
体
の
統
一
は
、
こ
の
三
分
野
が
そ
れ

ぞ
れ
独
立
し
て
発
展
で
き
た
と
き
に
生
じ
る
。
本
書
は
運
用
さ
れ
る
資
本

や
生
産
手
段
や
土
地
利
用
が
こ
の
三
分
野
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
、
ど
の

9
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よ
う
に
形
成
さ
れ
る
か
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
】
（
「
国
の
役
割
」p-xxvi-

xxvii
）

　
こ
の
よ
う
な…

…

〈
能
力
を
生
か
す
自
由
な
活
動
と
し
て
の
精
神
生

活
〉
〈
連
携
組
織
に
お
け
る
共
同
的
営
為
と
し
て
の
経
済
生
活
〉
〈
人
間

的
な
権
利
・
義
務
と
し
て
の
政
治
的
＝
法
的
国
家
生
活
〉…

…

と
い
う
三

要
素
に
分
節
化
さ
れ
た
有
機
的
な
社
会
生
活
の
あ
り
方
と
し
て
構
想
さ
れ

る
「
社
会
有
機
体
三
分
節
化
」
に
つ
い
て
、
今
の
自
分
自
身
の
生
活
と
の

関
わ
り
中
で
ど
の
よ
う
に
イ
メー
ジ
し
深
く
理
解
で
き
る
か
が
、
シ
ュ
タ

イ
ナー

の
社
会
論
を
考
え
る
上
で
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
を
占
め
る
こ
と
に
な

ろ
う
。

　
し
か
し
、
近
代
に
お
け
る
資
本
主
義
（
市
場
経
済
）
の
勃
興
以
降
の
市

民
社
会
・
国
民
国
家
制
度
の
発
展
の
も
と
、
自
由
主
義
や
個
人
主
義
、
あ

る
い
は
、
か
つ
て
の
社
会
主
義
（
統
制
経
済
）
の
イ
デ
オ
ロ
ギー
に
慣
れ

親
し
ん
で
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
語
る
「
社
会
有
機

体
三
分
節
化
」
は
、
や
は
り
な
か
な
か
理
解
し
難
い
考
え
方
で
あ
る
。
本

著
﹇
本
論
﹈
で
は
や
や
詳
し
く
触
れ
て
い
る
と
は
言
え
、
体
系
的
・
論
理

的
に
「
社
会
有
機
体
三
分
節
化
」
に
述
べ
て
い
る
シ
ュ
タ
イ
ナー

自
身
の

〝
テ
キ
ス
ト
〞
も
私
の
手
元
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

 

　
も
と
も
と
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
論
述
の
進
め
方
そ
の
も
の
が
、
講
義
・

講
演
は
も
と
よ
り
、
著
述
と
し
て
書
か
れ
た
〝
テ
キ
ス
ト
〞
に
し
て
も
、

原
初
の
発
想
や
イ
メー

ジ
を
よ
り
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
聴
き
読
む

人
々
に
も
、
そ
う
し
た
彼
自
身
の
発
想
・
イ
メー

ジ
に
寄
り
添
う
こ
と
を

求
め
て
い
る
（
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
、
自
ら
の
講
義
・
講
演
の
記
録
を
筆
記

す
る
こ
と
な
く
、
直
接
的
に
彼
の
言
葉
を
通
し
て
理
解
す
る
よ
う
望
ん
で

い
た
）
。

　
こ
の
「
社
会
有
機
体
三
分
節
化
」
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
彼
の
構
想

す
る
社
会
論
全
体
に
つ
い
て
も
、
通
常
の
社
会
論
を
読
む
と
き
の
よ
う
な

学
術
的
な
体
系
性
・
論
理
性
を
求
め
る
こ
と
よ
り
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
原

初
の
発
想
や
イ
メー

ジ
に
寄
り
添
う
こ
と
を
重
視
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
で
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
遺
し
た
「
社
会
論
」
が
、
単
な
る
文
献

的
・
学
術
的
な
考
察
の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
私
に
と
っ
て
の
『
社
会

問
題
の
核
心
』
と
い
う
実
践
的
視
点
か
ら
、
真
に
実
人
生
を
生
き
る
た
め

の
社
会
構
想
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
の
だ
か
ら
。

　
《
イ
デ
オ
ロ
ギー

的
社
会
論
批
判
と
し
て
の
社
会
有
機
体
三
分
節
化
》

 
　
私
な
り
の
〝
読
み
解
き
〞
か
ら
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
「
社
会
有
機

体
三
分
節
化
」
と
い
う
構
想
の
背
景
と
し
て…

…

彼
が
生
き
た
ド
イ
ツ
に

10
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お
け
る
ナ
チ
ス
台
頭
の
直
前
に
し
て
ロ
シ
ア
革
命
直
後
の
当
時
、
未
曾
有

の
世
界
的
混
乱
と
人
類
的
危
機
が
露
と
な
り
、
近
代
的
な
資
本
主
義
や
社

会
主
義
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギー

の
未
来
の
な
い
無
力
さ…

…

を
想
起
す

る
。

　
シ
ュ
タ
イ
ナー
は
、
そ
の
近
代
的
な
資
本
主
義
や
社
会
主
義
に
お
け
る

イ
デ
オ
ロ
ギー

の
無
力
さ
と
し
て
、
そ
の
社
会
論
を
支
え
て
い
た
幻
影
と

し
て
の
近
代
的
な
人
間
主
義
・
自
由
主
義
・
平
等
主
義
等
々
の
実
体
の
伴

わ
な
い
観
念
的
概
念
の
崩
壊
を
鋭
く
見
抜
き
、
そ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギー

的
社
会
論
へ
の
批
判
と
し
て
「
社
会
有
機
体
三
分
節
化
」
を
唱
え
た
の

だ
。
﹇
註
﹈

﹇
註
﹈
こ
う
し
た
〈
幻
影
と
し
て
の
近
代
的
な
人
間
主
義
・
自
由
主
義
・
平
等

主
義
等
々
の
実
体
の
伴
わ
な
い
観
念
的
概
念
〉
に
関
連
し
て
、
瀧
澤
克
巳

（1909-1984/

哲
学
者
・
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
）
が
、
そ
の
独
自
の
キ
リ
ス
ト

教
神
学
の
立
場
か
ら
『
瀧
澤
克
巳
著
作
集-

第
五
巻 

現
代
哲
学
の
課
題
』

（1973/

法
蔵
館
刊
）
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

【
近
代
的
な
「
人
間
主
義
」(hum

anism
) •

「
自
由
主
義
」(liberalism

) •

「
個
人
主
義
」 (individualism

)

に
内
在
す
る
弱
点
は
、
と
う
て
い
こ
れ
を
、

た
ん
に
歴
史
的
な
時
の
内
部
の 

こ
と
、
た
だ
「
現
代
」
だ
け
に
か
か
わ
る
こ
と

と
し
て
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
中
略
）
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
近
代
の

「
個
人
主
義
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
歴
史
的
な
由
来
、
「
物
質
的
な
土
台
」
が
ど

う
あ
ろ
う
と
も
、
結
局
は
や
は
り
、
考
え
る
存
在
と
し
て
の
人
間
が
、
そ
の
生
命

の
全
体
に
関
し
て
、
懐
く
と
こ
ろ
の
一
つ
の
概
念(concept)

、
い
い
か
え
る
と

自
己
自
身
の
窮
極
の
根
抵
・
目
標
・
原
動
力
に
関
し
て
、
端
的
に
起
す
と
こ
ろ

の
一
つ
の
感
覚(sentim

ent)

で
あ
る
。
】
（
「
現
代
の
精
神
状
況
（1961

）
」

p68-p69

）

　
当
時
の
ヨー

ロ
ッ
パ
世
界
を
席
巻
し
よ
う
と
し
て
い
た…

…

〈
近
代
的

な
資
本
主
義
や
社
会
主
義
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギー

〉
と
し
て
の
〈
近
代

的
な
人
間
主
義
・
自
由
主
義
・
平
等
主
義
等
々
の
実
体
の
伴
わ
な
い
観
念

的
概
念
〉…

…

を
考
え
る
際
、
『
唯
一
者
と
そ
の
所
有 

上
（1844

）
』

（
片
岡
訳/1967-68/

現
代
思
潮
社
刊
）
に
お
い
て
読
む
こ
と
の
で
き
る

マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナー

（M
ax Stirner/1806-1856/

プ
ロ
イ

セ
ン/

哲
学
者
）
の
次
の
よ
う
な
記
述
は
、
私
に
と
っ
て
お
お
い
に
示
唆

に
富
む
。

【
政
治
的
自
由
主
義
は
、
主
人
と
下
僕
の
不
平
等
を
揚
棄
し
た
、
そ
れ
は

主
人
な
し
と
し
、
ア
ナー

キー

と
し
た
。
か
く
て
、
主
人
は
、
個
々
人
か

ら
、
「
エ
ゴ
イ
ス
ト
」
か
ら
却
け
ら
れ
、
法
あ
る
い
は
国
家
と
よ
ば
れ
る

一
の
幽
霊
と
な
っ
た
。
社
会
的
自
由
主
義
は
、
所
有
の
、
貧
者
と
富
者
の

不
平
等
を
揚
棄
し
、
無
所
有
あ
る
い
は
無
財
産
と
し
た
。
所
有
は
個
人
か

ら
剝
奪
さ
れ
、
幽
霊
的
社
会
に
委
託
さ
れ
る
。
人
道
的
自
由
主
義
は
、
無

神
と
し
、
無
神
論
的
と
す
る
。
ゆ
え
に
、
個
々
人
の
神
、
「
私
の
神
」
が

廃
絶
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
ま
さ
に
、
無
主
人
は
同
時
に
無
奉
仕

11
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で
あ
り
、
無
所
有
は
同
時
に
無
配
慮
で
あ
り
、
無
神
は
同
時
に
無
偏
見
で

あ
る
。
け
だ
し
、
主
人
と
共
に
下
僕
も
失
せ
、
所
有
と
共
に
所
有
に
関
す

る
配
慮
も
失
せ
、
固
く
根
づ
い
た
神
と
共
に
偏
見
も
失
せ
る
か
ら
だ
。
と

こ
ろ
が
、
主
人
は
国
家
と
し
て
ま
た
復
活
す
る
の
で
、
下
僕
も
ま
た
そ
の

臣
下
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
所
有
は
社
会
の
財
産
と
な
る
の
で
、
配
慮
も
ま

た
あ
ら
た
め
て
労
働
と
し
て
生
み
だ
さ
れ
、
さ
ら
に
、
神
は
人
間
と
し
て

偏
見
化
さ
れ
る
た
め
、
一
の
新
た
な
信
仰
が
、
人
類
も
し
く
は
自
由
へ
の

信
仰
が
復
活
す
る
。
個
々
人
の
神
に
か
わ
っ
て
、
今
は
、
万
人
の
神
が
、

つ
ま
り
「
人
間
」
が
も
ち
あ
げ
ら
れ
る
。
】
（
「
古
い
時
代
の
人
・
新
し

い
時
代
の
人
」p193-p194

）

　
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナー

の
論
争
的
な
言
い
回
し
は
、
や
や
分
か
り
づ
ら
い
内

容
だ
が
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
半
世
紀
程
前
に
い
ち
は
や
く…

…

「
主
権
国

家
・
市
民
社
会
と
い
う
政
治
的
自
由
主
義
（
＝
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
）

の
も
と
で
の
抽
象
的
な
国
民
・
市
民
と
し
て
法
的
支
配
」
、
「
私
的
所
有

の
社
会
化
・
共
同
化
と
い
う
社
会
的
自
由
主
義
（
＝
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
社
会

主
義
）
の
も
と
で
の
所
有
形
態
と
経
済
活
動
を
統
制
支
配
」
、
そ
し
て
、

「
市
民
性
・
人
間
性
と
い
う
人
道
主
義
的
自
由
主
義
（
＝
人
間
主
義
）
の

も
と
で
の
個
的
存
在
者
の
精
神
生
活
を
抑
圧
支
配
」…

…

と
し
て
、
〈
近

代
的
な
資
本
主
義
や
社
会
主
義
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギー

〉
＝
〈
近
代
的

な
人
間
主
義
・
自
由
主
義
・
平
等
主
義
等
々
の
実
体
の
伴
わ
な
い
観
念
的

概
念
〉
の
現
実
生
活
に
お
け
る
本
質
的
問
題
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナー

の
指
摘
も
参
考
と
し
て
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
「
社
会
有
機
体
三
分
節
化
」
を
読
み
解
く
と…

…

社
会
生
活
を
精
神
・

政
治
・
経
済
と
の
三
要
素
に
分
節
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
原
理
に
よ

り
自
立
的
・
実
体
的
な
生
活
と
し
て
営
ま
れ
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
有
機
的

に
統
合
さ
れ
て
一
体
的
社
会
生
活
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る…

…

と
い
う

社
会
構
想
は
、
近
代
的
な
資
本
主
義
や
社
会
主
義
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ

ギー

的
社
会
論
に
対
す
る
根
柢
的
な
批
判
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
気
づ
く
。

　
《
倫
理
的
個
体
主
義
に
基
づ
く
社
会
有
機
体
三
分
節
化
》

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
「
社
会
有
機
体
三
分
節
化
」
は…

…

〈
近
代
的
な
資

本
主
義
や
社
会
主
義
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギー

〉
に
対
す
る
批
判
的
社
会

構
想
で
あ
る
と
と
も
に
、
〈
近
代
的
な
人
間
主
義
・
自
由
主
義
・
平
等
主

義
等
々
の
実
体
の
伴
わ
な
い
観
念
的
概
念
〉
に
対
し
て
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

な
ら
で
は
の
〝
個
的
且
つ
霊
的
な
存
在
者
〞
と
し
て
の
人
間
理
解
に
依
拠

し
た
人
間
論
＝
社
会
論…

…

で
あ
り
、
こ
こ
に
私
は
、
彼
の
「
社
会
有
機

体
三
分
節
化
」
の
独
自
性
と
普
遍
性
を
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
未
来
へ
の
可

12
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能
性
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
『
若
き
シ
ュ
タ
イ

ナー
と
そ
の
時
代
』
（
高
橋
巌
訳/1986/

平
河
出
版
社
刊
）
で
は
、
次
の

よ
う
な
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
注
目
す
べ
き
記
述
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

【
『
自
由
の
哲
学
』
の
後
半
部
で
、
私
は
そ
れ
ま
で
の
前
提
を
倫
理
学
的

に
首
尾
一
貫
さ
せ
ま
し
た
が
、
こ
の
部
分
は
、
私
の
信
じ
ま
す
と
こ
ろ
で

は
、
『
唯
一
者
と
そ
の
所
有
』
の
論
述
と
完
全
に
一
致
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
「
自
由
の
理
念
」
の
章
の
終
わ
り
で
は
、
個
体
と
社
会
と
の
関
係
に

つ
い
て
も
、
近
代
自
然
科
学
か
ら
も
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナー

哲
学
か
ら
も
ひ
と

し
く
受
け
容
れ
ら
れ
る
事
柄
を
論
じ
た
つ
も
り
で
す
。
私
は
は
っ
き
り
と

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ̶

を
参
照
す
る
よ
う
に
と
は
述
べ
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
の

倫
理
的
個
体
主
義
が
私
自
身
の
立
場
の
諸
原
則
か
ら
必
然
的
に
生
じ
た
も

の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
】
（
「
シ
ュ
タ
イ
ナー

書
簡
集
（1893

）
」

p217

）

　
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナー

が
展
開
し
て
み
せ
た
イ
デ
オ
ロ
ギー

的
社
会
論
へ
の

批
判
に
つ
い
て
、
「
倫
理
的
個
体
主
義
」
と
い
う
見
事
な
一
言
で
、
そ
の

存
在
論
的
根
拠
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
「
倫
理
的
個

体
主
義
」
の
言
葉
に
出
会
う
こ
と
で…

…

シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
う
〝
倫
理

的
〞
と
は
〝
霊
性
〞
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
私
は
理
解
す
る…

…

シ
ュ

テ
ィ
ル
ナー

の
言
う
「
自
己
性
＝
私
に
固
有
な
る
も
の
」
と
も
照
応
し
つ

つ
﹇
註
﹈
、
「
社
会
有
機
体
三
分
節
化
」
と
い
う
社
会
構
想
の
内
に
〝
個

的
且
つ
霊
的
な
存
在
者
〞
と
い
う
シ
ュ
タ
イ
ナー

な
ら
で
は
の
人
間
理
解

を
感
受
し
、
そ
れ
故
、
今
日
に
お
い
て
な
お
一
層
、
「
社
会
有
機
体
三
分

節
化
」
が
深
く
鋭
い
人
間
論
＝
社
会
論
で
あ
り
得
る
と
考
え
る
。

 

﹇
註
﹈
【
自
由
と
自
己
性
と
の
間
に
は
、
何
と
い
う
相
違
が
あ
る
こ
と
か !  

人

は
ま
さ
に
多
く
の
も
の
か
ら
免
れ
う
る
が
し
か
し
、
す
べ
て
の
も
の
か
ら
免
れ

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
人
は
多
く
の
も
の
か
ら
自
由
と
な
る
と
し
て
も
、
す
べ

て
か
ら
自
由
と
な
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
（
中
略
）
「
自
由
は
た
だ
夢
の
国
に

の
み
住
ま
う
」
の
だ
！
こ
れ
に
反
し
、
自
己
性
は
、
こ
れ
は
、
私
の
全
存
在
、

全
実
在
で
あ
り
、
そ
れ
は
私
自
身
で
あ
る
の
だ
。
私
は
、
私
が
免
れ
て
あ
る
と
こ

ろ
の
も
の
か
ら
自
由
で
あ
る
が
、
私
の
力
の
う
ち
に
あ
り
私
が
力
を
及
ぽ
し
う
る

と
こ
ろ
の
も
の
の
所
有
人
で
あ
る
の
だ
。
私
が
自
ら
を
所
有
す
る
こ
と
を
わ
き

ま
え
、
私
を
他
者
に
投
げ
あ
た
え
ぬ
か
ぎ
り
は
、
私
は
い
つ
い
か
な
る
状
況
の
も

と
で
も
、
私
に
固
有
な
る
も
の
〔m

ein Eigen

〕
で
あ
る
の
だ
。
】
（
前
掲
書

「
自
己
性
」 p10

） 

 ̶
 2017/05/16 

記 ̶
 

﹇
第
一
章
　
現
代
社
会
の
根
本
問
題
﹈
か
ら 

﹇
四
﹈
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
お
け
る
純
人
間
的
な
精
神
衝
動 
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《
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
諸
要
求
に
秘
め
ら
れ
た
純
人
間
的
な
精
神
衝
動
》

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
、
そ
の
同
時
代
、
ロ
シ
ア
革
命
と
し
て
歴
史
社
会
に

勃
興
し
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギー

的
覇
権
を
増
す
こ
と
と
な
っ
た
社
会
主
義

（
統
制
経
済
）
に
対
し
て
も
、
近
代
資
本
主
義
社
会
（
市
場
経
済
）
に
対

す
る
と
同
様
、
そ
の
本
質
的
な
問
題
性
を
指
摘
し
つ
つ
鋭
く
批
判
し
て
い

る
。 

　
こ
の
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギー
へ
の
根
本
的
批
判
が
為
さ
れ
た
背
景
と

し
て
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

自
ら
が
、
当
時
の
ド
イ
ツ
社
会
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

が
置
か
れ
て
い
た
社
会
的
実
情
と
人
間
的
状
況
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
で
、

そ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
の
真
の
連
携
・
連
帯
を
具
体
的
に
試
み
て
い
た
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
、
三
六
歳
に
な
る1897

年
、
当
時
の
学
術
都
市
ワ

イ
マー

ル
か
ら
近
代
都
市
ベ
ル
リ
ン
に
移
住
す
る
が
、
『
若
き
シ
ュ
タ
イ

ナー

と
そ
の
時
代
』
（
前
掲
書
）
に
お
い
て
、
彼
が
そ
の
当
時
の
こ
と
振

り
返
っ
て
述
べ
た
次
の
よ
う
な
講
演
記
録
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。 

【
そ
れ
か
ら
私
は
一
八
九
七
年
に
ワ
イ
マー

ル
か
ら
ベ
ル
リ
ン
へ
移
り
ま

し
た
。
時
代
の
推
移
を
外
か
ら
眺
め
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
か
ら
出
て

い
っ
た
の
で
す
。
（
中
略
）
私
は
、
何
年
も
べ
ル
リ
ン
労
働
者
教
養
学
校

で
い
ろ
い
ろ
の
分
野
の
授
業
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
手
は
じ
め

に
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
社
会
主
義
労
働
者
の
会
合
で
講
演
を
行
な
い
ま
し

た
。
（
中
略
）
人
々
は
、
先
日
来
私
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
よ
う
な
、
歴

史
認
識
の
問
題
を
学
び
た
い
と
願
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
正
し
い
と
信

じ
る
事
柄
を
説
得
力
を
も
っ
て
人
に
語
れ
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
も
願
っ

て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
サー

ク
ル
の
中
で
、
あ

ら
ゆ
る
分
野
の
問
題
に
つ
い
て
の
つ
っ
こ
ん
だ
議
論
が
闘
わ
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
も
現
代
の
世
界
史
的
発
展
を
知
る
う
え
で
必
要
な

こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
】
（
「
超
感
覚
的
世
界
の
獲
得
」p149-p152

）

　
こ
こ
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
移
住
前
の
ウ
ィー

ン
や
ワ
イ
マー

ル
に
お
け
る

内
的
・
霊
的
体
験
を
秘
め
つ
つ
、
か
つ
て
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
世
界
と
は

異
質
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
世
界
へ
と
自
ら
の
生
活
の
場
を
移
し
替
え
て
、

自
由
文
芸
協
会
／
自
由
演
劇
協
会
／
ジ
ョ
ル
ダー

ノ
・
ブ
ルー

ノ
同
盟
／

ベ
ル
リ
ン
労
働
者
学
校
等
で
活
動
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
共
に
同
時
代
を

共
感
的
・
意
欲
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
姿
が
伺
え
る
。

　
さ
ら
に
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
、
ド
イ
ツ
革
命
・
第
一
次
大
戦
終
結
の
翌
年

1919

年3

月
に
﹇
ド
イ
ツ
民
族
と
文
化
世
界
に
訴
え
る
﹈
と
題
す
る
ア
ッ

ピー

ル
を
発
表
し
、
同
年4

月
に
は
「
社
会
有
機
体
三
分
節
化
同
盟
」
を

設
立
す
る
と
と
も
に
、
ダ
イ
ム
ラー

・
ベ
ン
ツ
自
動
車
工
場
や
ヴ
ァ
ル
ド

ル
フ=
ア
ス
ト
リ
ア
煙
草
工
場
の
労
働
者
た
ち
に
「
三
分
節
化
」
に
関
す
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る
講
演
・
質
疑
を
行
う
な
ど
、
当
時
の
時
代
状
況
に
積
極
果
敢
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
﹇
註
﹈ 

﹇
註
﹈
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

が
、
単
に
非
俗
的
な
オ
カ
ル

テ
ィ
ス
ト
・
神
秘
主
義
者
で
は
な
く
、
そ
の
霊
的
認
識
を
核
と
し
て
同
時
代
を
生

き
る
全
人
的
な
実
生
活
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
〝
言

葉
〞
に
「
精
神
性
」
や
「
癒
し
」
の
み
を
見
出
し
て
事
足
り
る
こ
と
は
、
閉
塞

的
な
自
己
憐
憫
に
留
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
学
問
的
な
「
合
理
性
」
や
「
論
理
性
」

を
求
め
る
の
と
同
様
に
虚
し
い
こ
と
だ…

…

と
、
私
は
改
め
て
思
い
知
る
。

　
こ
う
し
た
当
時
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
が
置
か
れ
て
い
た
社
会
的
実
情
と
人

間
的
状
況
へ
の
深
い
共
感
と
洞
察
を
通
し
て
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
、
そ
の

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
し
て
の
諸
要
求
の
内
奥
に…
…
イ
デ
オ
ロ
ギー

と
し
て

矮
小
化
さ
れ
た
観
念
的
な
〝
階
級
意
識
〞
と
は
異
質
な…

…

個
的
且
つ
普

遍
的
な
人
と
し
て
の
〝
精
神
衝
動
〞
を
鋭
く
見
抜
い
た
う
え
で
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

【
た
し
か
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
諸
要
求
は
、
近
代
技
術
や
近
代
資
本
主
義

の
発
達
過
程
で
生
じ
た
。
し
か
し
こ
の
事
実
を
洞
察
し
た
だ
け
で
は
、
こ

の
諸
要
求
の
中
に
生
き
て
い
る
純
人
間
的
な
衝
動
は
、
何
も
明
ら
か
に
な

ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
衝
動
の
中
に
み
ず
か
ら
身
を
お
こ
う
と
し
な
い
限

り
、
「
社
会
問
題
」
の
本
当
の
姿
も
見
え
て
こ
な
い
。
】
（
「
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
の
要
求
」p5

）

【
近
代
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
、
本
能
的
、
無
意
識
的
に
も
、
自
分
た
ち
以
外

の
諸
階
級
の
衝
動
に
も
は
や
従
お
う
と
は
し
な
い
。
彼
ら
自
身
が
特
定
階

級
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
自
分
た
ち
の
階
級
と
他
の
諸
階
級
と

の
関
係
を
、
公
的
な
生
活
に
お
い
て
は
、
自
分
た
ち
の
利
害
関
係
に
ふ
さ

わ
し
く
利
用
し
よ
う
と
望
ん
で
い
る
。
魂
の
底
流
が
理
解
で
き
る
人
は
、

「
階
級
意
識
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
近
代
技
術
や
近
代
資
本
主
義
の

い
と
な
み
の
下
で
働
く
労
働
階
級
の
社
会
観
、
人
生
観
の
も
っ
と
も
決
定

的
な
部
分
に
眼
を
向
け
る
よ
う
に
促
さ
れ
る
。
】
（
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と

共
に
考
え
る
」p6

）

　
近
代
資
本
主
義
下
に
お
け
る
「
階
級
意
識
」
と
し
て
、
特
殊
的
・
歴
史

的
な
意
識
性
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
つ
い
て
、

シ
ュ
タ
イ
ナー

は…
…

近
代
ブ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
諸
要
求
や
運
動
の
内
に
秘

め
ら
れ
た
純
人
間
的
な
精
神
衝
動…

…

を
そ
の
魂
の
底
流
に
見
出
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
シ
ュ
タ
イ
ナー

自
身
の
純
人
間
的
な
共
感
力
と
洞
察
力

は
、
私
に
と
っ
て
、
『
反
逆
の
精
神
』
（2011/

平
凡
社
ラ
イ
ブ
リー

）

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
言
葉
を
遺
し
た
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

と
同

時
代
を
閃
く
よ
う
に
生
き
た
大
杉
栄
（1885-1923

）
の
心
魂
と
も
響
き

合
う
も
の
だ
。

【
し
か
し
、
労
働
者
が
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
、
労
働
運
動
は
決
し
て
こ
の

生
物
的
要
求
だ
け
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
労
働
者
と
い
え
ど
も
、
た
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だ
多
少
楽
に
食
っ
て
行
け
さ
え
す
れ
ば
い
い
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ

れ
以
上
に
、
も
う
少
し
進
ん
だ
、
或
る
人
間
的
要
求
を
も
っ
て
い
る
。
労

働
運
動
の
こ
の
人
間
的
要
素
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
は
、
労
働

運
動
の
本
当
の
理
解
は
で
き
な
い
。
ま
た
労
働
者
が
自
分
の
要
求
の
中
の

こ
の
人
間
的
要
素
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
な
い
間
は
、
そ
の
労
働
運
動
は

つ
い
に
本
当
の
値
う
ち
あ
る
労
働
運
動
に
進
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
中

略
）
繰
返
し
て
い
う
。
労
働
運
動
は
労
働
者
の
自
己
獲
得
運
動
、
自
主
自

治
的
生
活
獲
得
運
動
で
あ
る
。
人
間
運
動
で
あ
る
。
人
格
運
動
で
あ
る
。

（1919.10

）
】
（
「
労
働
運
動
の
精
神
」 p223-p225

）

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
諸
要
求
＝
労
働
運
動
に
、
純
人
間
的
な
精
神
衝
動
、

あ
る
い
は
、
自
己
獲
得
と
い
う
人
格
運
動
を
見
出
す
シ
ュ
タ
イ
ナー

と
大

杉
栄
の
二
人
の
心
魂
に
は
、
「
階
級
意
識
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギー

的
幻

惑
を
超
え
た
、
ま
し
て
や
、
「
市
場
経
済
に
よ
る
資
本
の
独
占
」
や
「
統

制
経
済
に
よ
る
権
力
の
独
占
」
な
ど
と
は
決
し
て
相
容
れ
な
い…

…
人
と

し
て
自
由
で
あ
る
べ
き
精
神
生
活
へ
の
衝
動
、
あ
る
い
は
、
人
と
し
て
自

治
的
で
あ
る
べ
き
社
会
生
活
へ
の
欲
求…

…

が
立
ち
現
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
本
著
で
語
ら
れ
る
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
読

む
と
、
〈
精
神
の
閉
塞
化
／
経
済
の
略
奪
化
／
政
治
の
暴
走
化
〉…

…

最

近
で
は
、
〈
精
神
の
閉
塞
化
〉
⇒
小
中
学
校
道
徳
教
育
へ
の
評
価
導
入
、

〈
経
済
の
略
奪
化
〉
⇒
政
権
に
よ
る
日
銀
の
私
物
化
、
〈
政
治
の
暴
走
化
〉

⇒
組
織
犯
罪
処
罰
法
改
正
案
（
＝
共
謀
罪
法
案
）
の
強
行
採
決
　

等
々…
…

が
ま
す
ま
す
深
刻
化
す
る
今
日
の
危
機
的
状
況
に
あ
り
つ
つ

も
、
私
自
身
の
内
に
希
望
は
見
え
ず
と
も
「
純
人
間
的
な
精
神
衝
動
」
が

ざ
わ
め
く
よ
う
に
し
て
芽
吹
い
て
く
る
。

【
実
際
、
そ
の
人
が
近
代
の
資
本
主
義
的
経
済
秩
序
の
中
に
組
み
込
ま
れ

た
と
き
、
そ
の
人
の
魂
は
そ
の
よ
う
な
精
神
生
活
を
真
剣
に
求
め
た
。
け

れ
ど
も
支
配
階
級
が
イ
デ
オ
ロ
ギー

と
し
て
彼
に
提
供
し
た
精
神
生
活
に

よ
っ
て
、
彼
の
魂
は
空
洞
化
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
近
代
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

の
要
求
の
中
に
は
、
現
在
の
社
会
秩
序
に
よ
つ
て
は
与
え
ら
れ
な
い
よ
う

な
、
精
神
生
活
と
の
新
し
い
関
係
へ
の
憧
れ
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
憧
れ

が
必
ず
現
在
の
社
会
運
動
を
規
定
す
る
力
と
な
る
に
違
い
な
い
。
】

（
「
未
来
の
生
き
方
の
思
想
的
基
盤
」p22-p23

）

　
こ
の
よ
う
に
近
代
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
諸
要
求
の
内
奥
に
「
新
し
い
精
神

生
活
へ
の
憧
れ
」
を
見
出
す
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
姿
に
触
れ
る
こ
と
は
、
私

に
と
っ
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
宮
沢
賢
治
（1896-1933

）
と
も
再
会
す

る
か
の
よ
う
だ
。

【
お
れ
た
ち
は
み
な
農
民
で
あ
る
　
ず
ゐ
ぶ
ん
忙
が
し
く
仕
事
も
つ
ら
い

／
も
っ
と
明
る
く
生
き
生
き
と
生
活
を
す
る
道
を
見
付
け
た
い
／
わ
れ
ら

の
古
い
師
父
た
ち
の
中
に
は
さ
う
い
ふ
人
も
応
々
あ
っ
た
／
近
代
科
学
の

16
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実
証
と
求
道
者
た
ち
の
実
験
と
わ
れ
ら
の
直
観
の
一
致
に
於
て
論
じ
た
い

／
世
界
が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
個
人
の
幸
福
は
あ
り
得
な

い
／
自
我
の
意
識
は
個
人
か
ら
集
団
社
会
宇
宙
と
次
第
に
進
化
す
る
】

（
『
宮
沢
賢
治
全
集-

第
十
巻
』
（1995/

ち
く
ま
文
庫
）
所
収
、
「
農
民

芸
術
概
論
綱
要
・
序
論
（1926

）
」 p18

）

　
こ
こ
ま
で
来
て
し
ま
う
と
少
々
私
の
〝
勇
み
足
〞
の
よ
う
な
気
も
す
る

が
、
近
代
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
内
奥
に
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
宮
沢
賢
治
の

「
純
人
間
的
な
精
神
衝
動
」
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
私
た
ち
に

と
っ
て
容
易
な
ら
ざ
る
地
平
へ
の
歩
み
な
の
だ
が
、
賢
治
が
言
う
よ
う
に

「
求
道
す
で
に
道
で
あ
る
」
と
思
い
た
い
。 

̶
 2017/05/24 

記 ̶
 

﹇
五
﹈
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
も
た
ら
さ
れ
た
唯
物
的
思
考
の
幻
惑 

　
《
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
組
み
込
ま
れ
た
唯
物
的
思
考
の
幻
惑
》

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
、
当
時
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
諸
要
求
の
内
奥
に
「
純

人
間
的
な
精
神
衝
動
」
を
洞
察
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の

意
識
あ
る
い
は
無
意
識
の
う
ち
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギー

的
な
幻
惑
と
し
て
組

み
込
ま
れ
た
「
科
学
的
な
思
考
方
式
」
の
無
力
さ
を
見
出
し
て
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

【
科
学
的
な
方
向
づ
け
を
持
っ
た
思
考
方
式
に
よ
っ
て
、
近
代
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
は
、
科
学
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、 

芸
術
、
宗
教
、
道
徳
、
法
ま

で
を
も
イ
デ
オ
ロ
ギー

の
構
成
要
素
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
精
神
生

活
に
お
け
る
こ
れ
ら
諸
分
野
が
物
質
生
活
に
何
か
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る

よ
う
な
、
現
実
存
在
な
の
だ
と
は
、
と
て
も
考
え
ら
れ
ず
に
い
る
。
（
中

略
）
近
代
の
精
神
生
活
が
支
配
階
級
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
民
衆
へ
移
行

し
て
い
っ
た
際
、
こ
の
民
衆
の
意
識
に
は
、
精
神
本
来
の
力
が
遮
断
さ
れ

て
い
た
。
社
会
問
題
を
解
決
す
る
力
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
に
は
、
こ
の

点
を
ま
ず
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
情
が
相
変
わ
ら
ず
生

き
続
け
て
い
く
限
り
、
人
間
社
会
に
お
け
る
精
神
生
活
の
働
き
は
、
現
在

と
未
来
の
社
会
要
求
の
前
で
、
そ
の
無
力
さ
を
さ
ら
け
出
す
し
か
な
い
だ

ろ
う
。
】
（
「
未
来
の
生
き
方
の
思
想
的
基
盤
」p21

） 

　
こ
こ
で
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
う
「
科
学
的
な
思
考
方
式
」
に
つ
い
て
、

私
は
、
デ
カ
ル
ト
や
ニ
ュー

ト
ン
を
源
と
す
る
近
代
の
思
想
家
・
科
学
者

ら
に
よ
っ
て…

…

観
念
的
に
抽
象
化
さ
れ
た
〈
精
神
生
活
〉
と
唯
物
的
に

機
械
化
さ
れ
た
〈
物
質
生
活
〉
の
物
心
二
元
論
に
基
づ
く
「
唯
物
的
思

考
」…

…
と
し
て
理
解
す
る
。
こ
の
「
唯
物
的
思
考
」
と
は
、
シ
ュ
タ
イ

17
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ナー

が
指
摘
す
る
よ
う
に…

…

〈
物
質
生
活
〉
が
〈
精
神
生
活
〉
の
土
台

（
＝
下
部
構
造
）
と
な
り
、
「
芸
術
・
宗
教
・
道
徳
・
法
」
（
＝
上
部
構

造
）
の
あ
り
方
は
、
そ
の
〈
物
質
生
活
〉
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る…

…

と

考
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギー

と
し
て
の
唯
物
論
で
あ
る
。 

　
近
代
的
な
物
心
二
元
論
を
基
礎
と
し
た
「
科
学
的
な
思
考
方
式
」
＝

「
唯
物
的
思
考
」
か
ら
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

が
言
う
よ
う
に…

…

〈
精
神

生
活
〉
に
お
け
る
諸
分
野
（
芸
術
・
宗
教
・
道
徳
・
法
）
は
、
〈
物
質
生

活
〉
に
影
響
・
変
容
を
も
た
ら
す
現
実
存
在
で
あ
る…

と
い
う
〝
存
在
の

事
実
認
識
〞
と
し
て
の
一
元
論
的
な
理
解
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

﹇
註
﹈ 

﹇
註
﹈
近
代
に
お
け
る
物
心
二
元
論
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
ブ
ロ
グ
で
も
先
に

取
り
あ
げ
た
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
『
自
由
の
哲
学
（1894

）
』
（
高
橋
巌
訳/

2002/

筑
摩
学
術
文
庫
刊
）
に
学
ぶ
こ
と
が
多
い
。

　
こ
う
し
て…

…

〈
物
質
生
活
〉
は
近
代
的
な
産
業
・
資
本
と
し
て
、

〈
精
神
生
活
〉
は
近
代
的
な
合
理
・
科
学
と
し
て…

…

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の

生
活
の
う
ち
に
幻
惑
と
し
て
組
み
込
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
孤
立
化
・
暴
走

化
す
る
と
と
も
に
、
〈
精
神
生
活
〉
と
〈
物
質
生
活
〉
が
本
来
備
え
て
い

る
有
機
的
な
生
命
力
は
無
力
な
ま
ま
と
な
る
。 

　
今
日
で
も
、
「
科
学
的
な
思
考
方
式
」
＝
「
唯
物
的
思
考
」
の
幻
惑
の

も
と
、
瞑
想
・
気
功
・
ヨー

ガ
等
に
よ
る
「
心
身
一
如
」
（
身
心
一
如
）

と
し
て
の
有
機
的
な
生
命
観
は
、
非
科
学
的
で
理
解
不
能
な
も
の
と
し
て

扱
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
こ
六
〜
七
年
の
間
、
野
口
晴
哉

（1911-1976/

活
元
運
動
や
愉
気
法
を
創
始
し
た
整
体
指
導
者
）
の
教

え
を
受
け
継
ぐ
整
体
指
導
を
習
い
受
け
て
い
る
私
に
は
、
そ
の
野
口
晴
哉

の
次
の
よ
う
な
言
葉
は
紛
れ
も
な
い
実
感
的
事
実
な
の
だ
が
、
「
唯
物
的

思
考
」
か
ら
す
る
と
近
代
的
医
学
と
は
か
け
離
れ
た
非
科
学
的
な
空
想
論

と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。

【
も
と
も
と
病
症
と
い
へ
る
も
の
　
人
体
の
健
康
復
帰
運
動
に
し
て
　
こ

れ
を
制
し
て
治
療
と
い
ふ
こ
と
無
き
也
　
こ
れ
ら
の
病
症
を
制
す
る
こ
と

を
以
て
治
療
也
と
考
へ
て
ゐ
る
は
　
臆
病
な
る
人
々
の
錯
覚
也
　
病
気
を

治
す
こ
と
治
療
に
非
ず
し
て
　
自
ら
病
気
が
治
る
や
う
な
体
や
心
に
な
る

こ
と
何
よ
り
也
　
胃
の
は
た
ら
き
も
　
心
臓
の
は
た
ら
き
も
　
心
の
動
き

に
応
ず
る
也
　
治
療
に
心
の
こ
と
忘
る
々
は
　
人
の
生
き
る
を
知
ら
ざ
る

也
】
（
『
偶
感
集
』
（1986/

全
生
社
刊
）
所
収
、
「
治
療
と
い
ふ
こ

と
」p54

） 
　
私
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
野
口
晴
哉
の
言
葉
が
届
く
こ
と
の
な
い
「
検

査
漬
け
」
「
薬
漬
け
」
の
よ
う
な
〝
治
療
〞
は
、
「
唯
物
的
思
考
」
の
も

と
で
無
力
化
さ
れ
た
〈
精
神
生
活
〉
の
ま
ま
に
、
不
健
康
に
歪
ん
だ
〈
物
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質
生
活
〉
に
囚
わ
れ
の
身
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
統
合
医
療
の
臨
床

的
視
点
か
ら
ア
ン
ド
ルー

・
ワ
イ
ル
（ 1942- /

ア
メ
リ
カ
）
が
記
し
た

次
の
よ
う
な
言
葉
の
内
に
も
、
野
口
晴
哉
の
整
体
指
導
と
同
様
、
近
代
的

医
学
に
お
け
る
「
唯
物
的
思
考
」
に
基
づ
く
機
械
論
的
な
〝
治
療
〞…

…

有
機
的
な
生
命
体
と
し
て
の
心
身
を
機
械
部
品
の
よ
う
に
し
て
分
解
し
操

作
す
る
こ
と…

…

へ
の
根
本
的
な
問
題
意
識
が
見
て
取
れ
る
。 

【
わ
た
し
は
現
代
医
学
の
抑
圧
的
な
傾
向
を
憂
え
る
者
で
あ
る
。
（
中

略
）
真
に
深
刻
な
状
態
に
対
処
す
る
医
療
技
術
と
し
て
一
時
的
に
用
い
る

か
ぎ
り
、
わ
た
し
は
抑
圧
的
な
治
療
法
に
反
対
す
る
者
で
は
な
い
。
し
か

し
、
病
院
勤
務
を
は
じ
め
て
す
ぐ
に
気
が
つ
い
た
の
は
、
日
常
的
・
標
準

的
な
治
療
戦
略
と
し
て
そ
の
よ
う
な
方
法
に
依
存
し
て
い
る
と
、
つ
ぎ
の

ふ
た
つ
の
問
題
が
生
じ
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
よ
り

厄
介
な
第
二
の
問
題
は
、
抑
圧
的
な
治
療
法
を
つ
づ
け
て
い
る
か
ぎ
り
、

病
気
を
解
消
す
る
ど
こ
ろ
か
、
病
気
の
プ
ロ
セ
ス
を
強
化
さ
せ
て
し
ま
う

可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
】
（
『
癒
す
心
、
治
る
力
』

（1995/

角
川
書
店
刊
）
所
収
、
「
〈
抗
〉
医
学
の
限
界
」p24-p25

）

　
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
は
、
こ
う
し
た
「
唯
物
的
思
考
」
の
幻
惑
か

ら
、
も
う
そ
そ
ろ
そ
ろ
、
本
当
に
目
醒
め
る
べ
き
な
の
だ
。

̶
 2017/05/26 

記 ̶
 

﹇
六
﹈
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
暗
示
に
か
け
ら
れ
た
階
級
意
識 

　
《
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
暗
示
に
か
け
ら
れ
た
階
級
意
識
》 

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
組
み
込
ま
れ
た
唯
物
的
思
考
の
幻
惑
は
、
そ
の
「
階

級
意
識
」
に
も
覆
い
被
さ
っ
て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
し
て
の
「
階
級

意
識
」
は
、
自
身
が
属
す
る
社
会
階
級
と
し
て
の
固
有
な
自
意
識
と
し
て

捉
え
が
ち
だ
が
、
そ
の
「
階
級
意
識
」
自
体
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ

ギー

の
枠
組
み
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

【
現
在
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
階
級
意
識
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
、
魂
の
原

動
力
に
触
れ
た
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
本
当
は
、
そ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

自
身
が
資
本
主
義
的
経
済
秩
序
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
魂
の
要
求
に
応
え

て
、
人
間
の
尊
厳
の
意
識
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
な
精
神
生
活
を
求
め
て

い
る
。
（
中
略
）
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
こ
の
よ
う
な
意
識
を
求
め
て
き
た
。

そ
し
て
そ
れ
が
見
出
せ
な
か
っ
た
の
で
、
経
済
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
階
級

意
識
で
そ
れ
を
代
償
さ
せ
て
き
た
。
階
級
意
識
の
眼
は
、
ま
る
で
強
力
な

暗
示
に
か
け
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
、
経
済
生
活
だ
け
に
向
け
ら
れ
て
き

た
。
】
（
「
社
会
有
機
体
を
生
か
す
力
」p24

） 
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唯
物
的
思
考
の
幻
惑
と
し
て
の
「
階
級
意
識
」
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に

お
け
る
本
来
の
精
神
生
活
に
つ
い
て
、
そ
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳
の
意
識

を
経
済
生
活
の
も
と
に
代
償
さ
せ
歪
め
て
い
る
。
精
神
生
活
の
代
償
と
し

て
の
「
階
級
意
識
」
に
基
づ
く
社
会
変
革
は
、
近
代
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動

の
矛
盾
と
し
て
、
生
産
手
段
の
私
的
所
有
の
共
同
化
・
社
会
化
と
い
う
非

精
神
的
な
経
済
生
活
の
あ
り
方
の
み
に
眼
を
向
け
て
い
る
。 

　
し
か
し
、
生
産
手
段
の
共
同
化
・
社
会
化
は
、
所
有
形
態
の
変
革
で
は

あ
っ
て
も
、
所
有
〝
意
識
〞
と
い
う
人
と
し
て
の
精
神
生
活
の
あ
り
方
そ

の
も
の
を
問
う
も
の
で
は
な
い
。
私
的
所
有
に
せ
よ
社
会
的
所
有
に
せ
よ

生
産
手
段
の
所
有
形
態
の
あ
り
方
を
問
う
際
は
、
所
有
〝
意
識
〞
と
い
う

精
神
生
活
（
＝
心
魂
）
の
あ
り
方
に
ま
で
思
い
を
巡
ら
さ
な
け
れ
ば
無
力

な
空
論
と
な
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナー

に
よ
る
次
の
よ
う
な
言

葉
は
、
こ
う
し
た
所
有
〝
意
識
〞
と
い
う
精
神
生
活
の
あ
り
方
を
問
う
て

い
る
。

【
人
間
が
、
所
有
に
た
い
す
る
敬
意
を
失
な
う
と
こ
ろ
ま
で
到
達
す
る
と

き
、
各
人
は
所
有
を
も
つ
こ
と
と
な
る
の
だ
。
奴
隸
が
主
人
を
も
は
や
主

人
と
し
て
尊
重
し
な
く
な
る
と
た
ん
に
、
す
べ
て
の
奴
隸
が
自
由
な
人
間

と
な
る
の
と
同
よ
う
に
だ
。
そ
の
と
き
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
も
ま
た
、

連
合
が
個
人
の
資
材
を
乗
積
さ
せ
、
お
び
や
か
さ
れ
て
い
る
所
有
を
確
実

な
も
の
と
す
る
だ
ろ
う
。
共
産
主
義
者
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
共
同
体
が
所

有
者
で
あ
る
べ
し
、
と
さ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
反
対
で
私
こ
そ
が
所
有
者

な
の
で
あ
り
、
私
は
私
の
所
有
に
つ
い
て
他
者
と
了
解
を
つ
け
あ
う
だ
け

な
の
だ
。
共
同
体
が
私
に
た
い
し
て
正
し
く
振
舞
わ
な
い
な
ら
ば
、
私
は

共
同
体
に
対
立
し
て
私
の
所
有
を
防
衛
す
る
。
私
は
所
有
者
で
は
あ
る
が

し
か
し
、
所
有
は
神
聖
で
は
な
い
の
だ
。
】
（
『
唯
一
者
と
そ
の
所
有 

下
（1844

）
』
（
片
岡
訳/1968/

現
代
思
潮
社
刊
）
所
収
、
「
所
有

人
」 p156-p157

）

　
こ
の
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナー

の
言
葉
は
、
単
に
観
念
論
と
し
て
退
け
る
べ
き

で
は
な
い
。
「
所
有
は
神
聖
で
は
な
い
」
と
し
て
、
所
有
と
い
う
経
済
生

活
（
＝
唯
物
的
思
考
）
か
ら
の
「
精
神
生
活
の
自
由
」
を
表
明
し
て
い
る

の
だ
。
そ
れ
故
に
、
「
私
は
私
の
所
有
に
つ
い
て
他
者
と
了
解
を
つ
け
あ

う
だ
け
な
の
だ
」
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
こ
の
立
場
は
、
私
に
は
シ
ュ
タ

イ
ナー

の
社
会
有
機
体
三
分
節
化
の
考
え
方
と
相
通
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。 

̶
 2017/06/01 

記 ̶
 

﹇
七
﹈
資
本
主
義
的
擬
制
に
よ
り
商
品
と
し
て
歪
め
ら
れ
た
労
働 
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《
資
本
主
義
的
擬
制
に
よ
り
商
品
と
し
て
歪
め
ら
れ
た
労
働
＝
労
働
力

の
商
品
化
》
　 

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
お
け
る
精
神
生
活
の
代
償
と
し
て
の
階
級
意
識
が
、

経
済
生
活
の
あ
り
方
の
み
に
眼
を
向
け
た
の
は…

…

人
権
を
抑
圧
す
る
法

生
活
（
＝
自
由
主
義
）
の
も
と
、
生
存
そ
の
も
の
を
脅
か
す
経
済
生
活

（
＝
自
由
市
場
）
へ
の
不
安
と
抵
抗
の
現
れ
と
し
て…

…

社
会
的
・
歴
史

的
に
避
け
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
シ
ュ
タ
イ

ナー

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

【
近
代
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
本
能
の
中
に
、
そ
の
無
意
識
の
感
情
の
中
に
、

近
代
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
社
会
運
動
全
体
の
根
本
衝
動
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
市

場
で
商
品
を
売
る
よ
う
に
、
自
分
の
労
働
力
を
労
働
市
場
で
企
業
家
に
売

り
渡
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
対
す
る
非
常
に
根
強
い
嫌
悪
感
が
働
い
て

い
る
。
需
要
と
供
給
を
仲
介
す
る
市
場
の
商
品
の
よ
う
に
、
労
働
市
場
で

需
要
と
供
給
に
応
じ
て
、
自
分
の
労
働
力
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

対
す
る
嫌
悪
感
で
あ
る
。
】
（
「
す
べ
て
は
商
品
で
あ
る
」p26

） 

　
近
代
資
本
主
義
に
お
け
る
経
済
生
活
の
諸
矛
盾
は…

…

人
と
し
て
の
本

来
的
な
労
働
が
自
由
市
場
に
お
い
て
売
買
さ
れ
る
商
品
と
な
る
＝
「
労
働

力
の
商
品
化
」…

…

と
い
う
特
異
な
経
済
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
現
出
し
た

が
、
こ
の
「
労
働
力
の
商
品
化
」
は
、
カー

ル
・
ポ
ラ
ン
ニー

（1886-

1964/

ハ
ン
ガ
リー

出
身
）
が
言
う
よ
う
に
、
土
地
・
貨
幣
の
商
品
化
と

同
じ
く
近
代
資
本
主
義
特
有
の
「
擬
制
」
（
＝
偽
り
の
幻
影
的
制
度
）
で

し
か
な
い
。
﹇
註
﹈ 

﹇
註
﹈
カー

ル
・
ポ
ラ
ン
ニー

は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。 

【
労
働
は
、
生
活
そ
れ
自
体
に
伴
う
人
間
活
動
の
別
名
で
あ
り
、
そ
の
性
質
上
、

販
売
の
た
め
に
生
産
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
別
の
理
由
の
た
め
に

作
り
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
人
間
活
動
も
、
そ
れ
を
生
活
の
そ

の
他
の
部
分
か
ら
切
り
離
し
て
、
そ
れ
だ
け
を
貯
え
た
り
、
流
動
さ
せ
た
り
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
労
働
、
土
地
、
貨
幣
は
い
ず
れ
も

販
売
の
た
め
に
生
産
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
を
商
品
視
す
る
の
は
ま
っ

た
く
の
擬
制
な
の
で
あ
る
。
】
（
『
経
済
の
文
明
史
』
（2003/

ち
く
ま
学
芸
文

庫
刊
）
所
収
、
「
自
己
調
整
的
市
場
と
擬
制
商
品
（1944

）
」p38-p40

） 

　
近
代
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
よ
る
社
会
運
動
は
そ
の
無
意
識
的
な
根
本
衝
動

に
お
い
て
、
そ
の
魂
的
な
憧
れ
と
と
も
に
「
労
働
力
の
商
品
化
」
を
深
い

嫌
悪
感
と
と
も
に
、
「
擬
制
」
（
＝
偽
り
の
幻
影
的
制
度
）
と
し
て
感
受

し
た
。
そ
れ
故
、
「
労
働
力
の
商
品
化
」
を
労
働
疎
外
・
労
働
搾
取
と
し

て
捉
え
、
そ
の
廃
絶
を
企
図
し
て
生
産
手
段
の
私
的
所
有
の
共
同
化
・
社

会
化
を
イ
デ
オ
ロ
ギー

化
し
た
の
で
あ
る
。 

　
と
こ
ろ
が
、
「
生
産
手
段
の
私
的
所
有
の
共
同
化
・
社
会
化
」
と
い
う

イ
デ
オ
ロ
ギー

に
お
い
て
は…

…

精
神
活
動
で
あ
る
べ
き
人
と
し
て
の
本

来
の
労
働
が
、
生
存
欲
求
（
生
計
目
的
）
を
動
機
と
す
る
経
済
過
程
（
＝
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経
済
生
活
）
と
し
て
歪
め
ら
れ
て
い
る…

…

と
い
う
、
近
代
資
本
主
義
に

お
け
る
根
本
的
且
つ
特
殊
的
な
矛
盾
が
見
落
と
さ
れ
て
い
た
。
シ
ュ
タ
イ

ナー

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

【
し
か
し
、
経
済
生
活
に
組
み
込
ま
れ
る
も
の
が
す
べ
て
、
商
品
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
実
が
経
済
生
活
そ
の
も
の
に
よ
る
と
い
う
事
実

は
見
よ
う
と
し
な
い
。
経
済
生
活
は
商
品
の
生
産
と
商
品
の
消
費
と
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
。
も
し
人
間
の
労
働
力
を
経
済
過
程
か
ら
引
き
離
せ
な

い
な
ら
ば
、
人
間
の
労
働
力
か
ら
商
品
の
性
格
を
取
り
去
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
】
（
「
労
働
の
商
品
化
」p27
） 

　
生
産
手
段
の
所
有
形
態
が
私
的
で
あ
る
と
否
と
に
係
ら
ず
、
人
と
し
て

の
本
来
の
労
働
は…

…

損
得
勘
定
を
指
標
と
す
る
市
場
原
理
に
基
づ
く
経

済
過
程
に
組
み
込
ま
れ
る
限
り…

…

商
品
あ
る
い
は
貨
幣
と
い
う
〝
資
本

主
義
的
擬
制
〞
と
し
て
歪
め
ら
れ
た
姿
で
現
実
化
す
る
し
か
な
い
の
で
あ

る
。 

　
昨
今
、
日
本
の
経
済
界
で
は
労
働
者
自
ら
が
主
体
的
・
自
主
的
に
働
く

（
＝
働
か
せ
る
）
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
自
己
啓
発
や
ら
キ
ャ
リ
ア
開
発
を

喧
伝
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
市
場
原
理
の
も
と
で
の
労
働
の
囲
い

込
み
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
労
働
者
の
人
と
し
て
の
精
神
（
＝
人
格
）
を

も
商
品
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
他
な
ら
な
い
。
﹇
註
﹈ 

﹇
註
﹈
例
え
ば
、
経
団
連
に
よ
る
『
主
体
的
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
必
要
性
と
支

援
の
あ
り
方
』
（2006.6.20

） 

で
は
、
憚
る
こ
と
な
く
次
の
よ
う
に
記
す
。 

【
企
業
の
活
力
・
競
争
力
を
強
化
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
源
泉
と
な
る
人

材
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
企
業
と
し
て
は
、O

JT

﹇O
n-the-Job Training

（
職
場
内
訓
練
）
﹈
を
中
心
と
し
た
実
践
教

育
と
と
も
にO

ff-JT

﹇O
ff-the-Job Training 

（
職
場
外
研
修
）
﹈
を

適
切
に
行
い
、
従
業
員
一
人
ひ
と
り
の
能
力
や
適
性
に
焦
点
を
当
て
た

キ
ャ
リ
ア
開
発
を
目
的
と
し
た
多
様
な
育
成
策
を
い
か
に
推
進
し
て
い
く

か
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
従
業
員
は
自
ら
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ

テ
ィ
﹇em

ployability 

（
雇
用
さ
れ
得
る
能
力
）
﹈
を
高
め
る
た
め
の

自
己
啓
発
を
継
続
的
に
行
い
、
企
業
と
し
て
は
、
事
業
経
営
に
必
要
と
さ

れ
る
能
力
伸
張
を
支
援
す
べ
く
環
境
整
備
を
図
る
な
ど
積
極
的
な
支
援
を

行
う
必
要
が
あ
る
。
】 

（
「
は
じ
め
に
」
抜
粋
、
﹇
　
﹈
は
補
足
） 

̶
 2017/07/01 

記 ̶
 

﹇
第
二
章
　
生
活
が
求
め
る
具
体
的
で
必
要
な
試
み
﹈
か
ら 
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こ
れ
ま
で
、
本
著
の
﹇
ま
え
が
き
と
序
論
﹈
と
﹇
第
一
章
　
現
代
社
会

の
根
本
問
題
﹈
に
つ
い
て
、
私
な
り
に
注
目
し
た
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
葉

に
触
れ
つ
つ
、
参
考
文
献
等
も
紹
介
す
る
形
で
読
み
進
め
て
き
た
。
あ
ら

た
め
て
振
り
返
る
と
、
﹇
ま
え
が
き
と
序
論
﹈
と
﹇
第
一
章
　
現
代
社
会

の
根
本
問
題
﹈
の
論
述
に
お
い
て
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
「
社
会
問
題
」
に

関
す
る
基
本
的
で
重
要
な
視
点
は
ほ
ぼ
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
今
回
の

﹇
第
二
章
　
生
活
が
求
め
る
具
体
的
で
必
要
な
試
み
﹈
以
降
は
、
ポ
イ
ン

ト
を
絞
っ
て
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

﹇
八
﹈
本
来
の
社
会
生
活
と
し
て
の
三
分
節
化 

　
《
本
来
の
社
会
生
活
と
し
て
の
三
分
節
化
》 

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

に
よ
る
社
会
論
＝
「
社
会
有
機
体
三
分
節
化
」
は
、
一

見
、
非
現
実
的
な
抽
象
的
空
論
と
し
て
見
誤
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、

イ
デ
オ
ロ
ギー

的
な
幻
惑
や
観
念
を
払
拭
し
て
洞
察
す
る
な
ら
ば
、
長
い

歴
史
社
会
の
実
態
と
し
て
は
、
む
し
ろ
本
来
的
に
、
精
神
生
活
と
経
済
生

活
と
政
治
（
国
家
）
生
活
と
い
う
三
要
素
は…

…

人
々
の
生
活
や
意
識
と

し
て
表
面
化
す
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も…

…

歴
史
社
会
の
底
流
と
し
て

生
き
て
働
き
な
が
ら
、
そ
の
有
機
的
な
分
節
化
を
形
成
・
発
展
さ
せ
て
い

る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
こ
の
「
精
神
生
活
と
経
済
生
活
と
政
治
生
活
」
が
分
節
化
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
他
の
要
素
に
埋
没
し
、
あ
る
い
は
、
他
の
要
素
を
統
合
・
吸
収
す

る
か
の
よ
う
な
現
象
と
し
て
の
歴
史
的
事
実
は
、
過
去
・
現
在
に
あ
っ
た

し
、
未
来
に
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
社
会
生
活
に
お
い

て
消
し
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
底
流
と
し
て
「
精
神
生
活
と
経
済
生
活
と

政
治
生
活
」
が
分
節
化
さ
れ
、
生
き
て
働
い
て
い
る
事
実
を
否
定
す
る
根

拠
と
は
成
り
得
な
い
。

　
中
世
ヨー

ロ
ッ
パ
社
会
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
会
が
、
「
精
神
生
活
と

経
済
生
活
と
政
治
生
活
」
の
三
要
素
を
統
合
・
吸
収
す
る
か
の
よ
う
な
権

勢
を
得
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
社
会
状
況
だ
け
に
眼
を
向
け
れ
ば
事
実

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
社
会
発
展
を
動
的
な
歩
み
と
し
て
見
る

な
ら
ば
、
中
世
ヨー

ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
は
、
「
精
神
生
活
と
経
済
生

活
と
政
治
生
活
」
と
い
う
三
要
素
の
有
機
的
・
相
互
的
な
働
き
を
背
景
と

し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
精
神
生
活
内
部
に
お
け
る
宗
教
改
革
の
激
し
い
動

き
な
ど
、
こ
の
三
要
素
の
権
力
的
統
合
が
変
化
・
破
綻
し
て
い
く
歴
史
的

過
去
が
見
え
て
く
る
。

　
同
様
に
し
て
、
今
日
の
日
本
に
お
け
る
安
倍
政
権
が
、
「
精
神
生
活
と

経
済
生
活
と
政
治
生
活
」
の
三
要
素
を
権
力
的
に
統
合
・
吸
収
す
る
か
の

よ
う
な
権
勢
を
得
て
き
た
こ
と
は
、
近
年
の
社
会
状
況
だ
け
に
眼
を
向
け

れ
ば
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
歴
史
社
会
の
進
展
と
い
う
動
的
な
視
点
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に
立
つ
な
ら
ば
、
や
は
り
、
三
要
素
の
有
機
的
・
相
互
的
な
働
き
を
背
景

と
し
な
が
ら
、
つ
い
最
近
の
政
治
生
活
内
部
に
お
け
る
内
閣
支
持
率
の
急

落
な
ど
、
今
日
の
日
本
社
会
に
お
け
る
三
要
素
の
権
力
的
統
合
が
変
化
・

破
綻
し
て
い
く
歴
史
的
未
来
が
見
え
て
く
る
。 

　
こ
の
よ
う
に
し
て
私
は
、
人
々
の
生
活
や
意
識
と
し
て
表
面
化
す
る
こ

と
は
な
い
に
し
て
も
、
「
社
会
有
機
体
三
分
節
化
」
は
常
に
歴
史
社
会
の

底
流
と
し
て
生
き
て
働
く
本
来
的
な
社
会
生
活
の
あ
り
方
だ
と
考
え
る
。

こ
う
し
た
私
の
理
解
は
、
本
著
と
共
に
、
『
社
会
の
未
来
（
シ
ュ
タ
イ

ナー
 1919

年
の
講
演
録
）
』
（
高
橋
巌
訳/2009/

春
秋
社
刊
）
に
お
け

る
次
の
よ
う
な
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
葉
を
読
む
こ
と
で
深
め
ら
れ
る
。

【
そ
こ
で
ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
由
な
精
神

生
活
は
、
す
で
に
ず
っ
と
以
前
か
ら
国
家
生
活
や
経
済
生
活
か
ら
切
り
離

さ
れ
て
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
中
略
）
す
で
に
、
新
し

い
技
術
に
基
づ
く
経
済
秩
序
が
分
業
制
度
を
通
し
て
現
れ
て
き
た
頃
に

は
、
自
由
な
精
神
活
動
が
、
特
に
、
芸
術
、
世
界
観
、
宗
教
信
条
等
の
領

域
で
、
経
済
生
活
や
国
家
生
活
か
ら
独
立
し
た
、
い
わ
ば
社
会
生
活
の
行

間
で
自
由
に
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
】
（
「
精
神
と
法
と
経
済

を
い
か
に
協
調
さ
せ
る
か
」p133-p134

）

　
上
記
の
「
自
由
な
精
神
生
活
は
、
す
で
に
ず
っ
と
以
前
か
ら
国
家
生
活

や
経
済
生
活
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
存
在
し
て
い
た
」
と
い
う
シ
ュ
タ
イ

ナー

の
言
葉
は
、
「
社
会
有
機
体
三
分
節
化
」
が
常
に
歴
史
社
会
の
底
流

と
し
て
生
き
て
働
く
本
来
的
な
社
会
生
活
の
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。

　
本
著
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
葉
は
、
未
だ
実
現
さ

れ
ざ
る
理
想
社
会
と
し
て
、
「
社
会
有
機
体
三
分
節
化
」
の
あ
り
方
を

語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
歴
史
社
会
に
通
底

す
る
本
来
的
・
能
動
的
な
力
の
源
泉
と
し
て
、
「
社
会
有
機
体
三
分
節
化
」

が
生
き
て
働
い
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
。

【
経
済
生
活
や
権
利
意
識
と
同
様
に
、
第
三
の
源
泉
で
あ
る
人
間
の
個
的

能
力
の
領
域
も
社
会
生
活
の
必
要
不
可
欠
な
分
野
で
あ
る
。
（
中
略
）
人

生
の
本
当
の
生
活
基
盤
は
、
自
分
が
自
分
自
身
の
中
か
ら
引
き
出
す
能
力

の
中
に
あ
る
。
こ
の
能
力
は
、
そ
れ
を
経
済
生
活
に
従
わ
せ
た
り
、
国
家

に
奉
仕
さ
せ
た
り
し
て
し
ま
う
な
ら
、
自
由
に
力
を
発
揮
で
き
な
く
な

る
。
】
（
「
精
神
生
活
に
お
け
る
自
由
な
働
き
」p50-p51

）

　
上
記
の
「
人
生
の
本
当
の
生
活
基
盤
は
、
自
分
が
自
分
自
身
の
中
か
ら

引
き
出
す
能
力
の
中
に
あ
る
。
」
と
い
う
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
葉
に
お
け

る
「
人
生
の
本
当
の
生
活
基
盤
」
と
は
、
常
に
歴
史
社
会
の
底
流
と
し
て

「
社
会
有
機
体
三
分
節
化
」
が
生
き
て
働
く
生
活
の
場
で
あ
り
、
そ
れ
故

に
、
「
自
分
が
自
分
自
身
の
中
か
ら
引
き
出
す
能
力
の
中
」
と
い
う
精
神
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生
活
に
こ
そ
、
「
人
生
の
本
当
の
生
活
基
盤
」
が
あ
る
と
い
う
所
以
で
も

あ
る
。

̶
 2017/07/26 

記
（2021/05/10 

一
部
訂
正
） ̶

 

﹇
九
﹈ 

意
識
化
さ
れ
た
分
節
化
に
よ
る
自
由
・
友
愛
・
平
等
の
実
現 

　
《
意
識
化
さ
れ
た
三
分
節
化
に
よ
る
自
由
・
友
愛
・
平
等
の
実
現
》 

　
先
に
私
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
「
社
会
有
機
体
三
分
節
化
」
に
学
び
つ

つ
、
本
来
的
に
精
神
生
活
と
経
済
生
活
と
政
治
（
国
家
）
生
活
と
い
う
三

要
素
は…

…

人
々
の
生
活
や
意
識
と
し
て
表
面
化
す
る
こ
と
は
な
い
に
し

て
も…

…

歴
史
社
会
の
底
流
と
し
て
生
き
て
働
き
な
が
ら
、
そ
の
有
機
的

な
分
節
化
を
形
成
・
発
展
さ
せ
て
お
り
、
こ
の
三
要
素
の
権
力
的
統
合
が

変
化
・
破
綻
し
て
い
く
歩
み
と
し
て
、
歴
史
社
会
の
過
去
・
現
在
・
未
来

が
見
え
て
く
る
と
述
べ
た
。

　
本
著
で
の
次
の
よ
う
な
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
葉
は
、
こ
う
し
た
歴
史
社

会
の
底
流
に
あ
る
精
神
生
活
・
経
済
生
活
・
政
治
生
活
の
三
要
素
が
、
「
精

神
生
活
に
お
け
る
自
由
」
「
経
済
生
活
に
お
け
る
友
愛
」
「
政
治
生
活
に

お
け
る
平
等
」
と
い
う
三
つ
の
社
会
理
想
と
し
て
、
近
代
社
会
に
お
け
る

無
意
識
的
な
衝
動
と
し
て
立
ち
現
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

【
近
代
は
、
意
識
的
な
態
度
で
社
会
有
機
体
の
中
に
身
を
置
く
こ
と
を
人

び
と
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
社
会
意
識
は
、
三
つ
の
側
面
に
分
か
れ
て
働

く
と
き
に
の
み
、
人
間
の
生
活
全
体
の
健
全
な
在
り
方
の
た
め
に
役
立
つ

こ
と
が
で
き
る
。
近
代
人
は
魂
の
無
意
識
の
深
み
に
お
い
て
、
こ
の
三
分

節
化
を
求
め
て
き
た
。
近
代
の
社
会
運
動
は
、
不
明
瞭
な
が
ら
そ
の
求
め

に
応
じ
よ
う
と
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
一
八
世
紀
の
末
に
今
日
の
わ
れ

わ
れ
の
生
活
基
盤
と
は
別
な
地
盤
か
ら
、
人
間
本
性
の
深
い
地
下
か
ら
、

人
間
的
な
社
会
有
機
体
を
新
し
く
形
成
し
よ
う
と
す
る
呼
び
声
が
、
聞
こ

え
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
新
し
い
社
会
形
成
の
モ
ッ
トー

と
し

て
、
友
愛
、
平
等
、
自
由
と
い
う
三
つ
の
社
会
理
想
が
掲
げ
ら
れ
た
。
】

（
「
友
愛
と
平
等
と
自
由
」p58

）

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち
の
現
実
的
な
歴
史
社
会
で
は
、
精

神
生
活
・
経
済
生
活
・
政
治
生
活
と
い
う
有
機
的
な
三
分
節
化
が
無
意
識

の
底
に
封
じ
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
三
要
素
の
権
力
的
統
合
が
代
わ
る

代
わ
る
変
化
・
破
綻
し
て
い
く
歴
史
社
会
の
有
り
様
を
眼
の
当
た
り
に
し

な
が
ら
も
、
新
た
な
社
会
理
想
に
基
づ
く
具
体
的
な
社
会
像
を
築
く
こ
と

25



ルドルフ・シュタイナー『社会問題の核心』を読む

が
で
き
な
か
っ
た
。
先
に
紹
介
し
た
言
葉
に
続
け
て
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

は

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

【
三
つ
の
社
会
分
野
は
、
そ
の
ど
れ
も
が
み
ず
か
ら
の
内
に
固
有
の
原
理

を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
生
き
い
き
と
共
存
し
合
い
、
共
同
し
て
働
き

合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
社
会
有
機
体
全
体
が
統
一
さ
れ
る
。
現

実
生
活
に
お
い
て
は
、
一
見
矛
盾
し
た
も
の
が
統
一
へ
向
か
っ
て
共
に
働

い
て
い
る
。
社
会
有
機
体
は
一
見
矛
盾
し
合
う
友
愛
、
平
等
、
自
由
を
目

指
し
て
進
化
を
続
け
て
い
る
。
そ
の
現
実
に
根
ざ
し
た
形
成
過
程
を
見
通

す
こ
と
な
し
に
は
、
社
会
有
機
体
の
生
命
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
】
（
「
友
愛
と
平
等
と
自
由
」p59
）

　
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
混
沌
と
し
た
社
会
生
活
や
集
権
化
さ
れ
た
社
会
生

活
で
は
な
く
、
「
精
神
生
活
に
お
け
る
自
由
」
」
「
経
済
生
活
に
お
け
る

友
愛
」
「
政
治
生
活
に
お
け
る
平
等
」
と
い
う
、
各
々
固
有
の
原
理
の
も

と
で
の
有
機
的
な
分
節
化
を
意
識
化
し
た
社
会
生
活
に
お
い
て
こ
そ
、

「
自
由
・
友
愛
・
平
等
」
の
社
会
理
想
が
実
現
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
う
社
会
有
機
体
三
分
節
化
と
は
、
近
代
社
会
に
お

い
て
立
ち
現
れ
た
「
自
由
・
友
愛
・
平
等
」
と
い
う
三
つ
の
社
会
理
想
を

無
意
識
的
な
衝
動
・
憧
憬
か
ら
救
い
出
し
、
意
識
的
な
理
念
・
方
策
へ
と

具
体
化
し
て
い
く
深
い
洞
察
で
あ
り
、
今
日
の
社
会
生
活
・
世
界
情
勢
が

よ
り
切
実
に
求
め
て
い
る
現
実
的
な
社
会
構
想
な
の
だ
。

̶
 2017/08/26 

記 ̶
 

﹇
第
三
章
　
資
本
主
義
の
本
質 - 

資
本
・
労
働
﹈
か
ら

﹇
十
﹈
経
済
過
程
に
お
い
て
変
容
す
る
貨
幣
の
役
割 

　
《
経
済
過
程
に
お
い
て
変
容
す
る
貨
幣
の
役
割
》

　
「
資
本
主
義
の
本
質
」
と
題
し
た
第
三
章
は
、
私
に
と
っ
て
な
か
な
か

手
強
い
内
容
だ
が
、
こ
の
章
で
私
が
注
目
す
る
の
は
〝
貨
幣
の
役
割
〞
と

〝
賃
金
労
働
〞
に
関
す
る
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
論
述
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
次

の
よ
う
な
貨
幣
に
関
す
る
を
指
摘
を
見
て
み
た
い
。

【
貨
幣
は
、
健
全
な
社
会
有
機
体
に
お
い
て
は
、
単
な
る
価
値
尺
度
で
あ

る
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
貨
幣
も
し
く
は
紙
幣
一
つ
ひ
と
つ
の
背
後

に
は
、
商
品
価
値
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
価
値
に
よ
っ
て
貨
幣
の
所
有

者
は
貨
幣
を
手
に
入
れ
た
の
だ
か
ら
。
貨
幣
に
そ
の
よ
う
な
裏
づ
け
が
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
、
所
有
者
か
ら
そ
の
所
有
し
て
い
る
貨
幣
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の
価
値
が
奪
い
取
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
貨
幣
は
一
定
の
時
が
経
て
ば
、
適
当
な
仕
方
で
個
人
の
所
有
者
の

手
か
ら
離
れ
て
、
公
共
の
も
の
に
な
る
。
ま
た
は
貨
幣
が
経
済
循
環
の
中

に
参
加
す
る
こ
と
な
く
、
持
ち
主
の
元
に
引
き
留
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ

と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
貨
幣
は
時
折
改
踌
さ
れ
た
り
、
新
札
が
出
さ
れ

た
り
す
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
も
ち
ろ
ん
利
子
収
入
が
な
く
な
る
。

商
品
が
使
い
古
さ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
貨
幣
も
使
い
古
さ
れ
る
。
そ

し
て
国
家
の
手
で
作
ら
れ
る
こ
の
基
準
は
、
正
し
い
と
言
え
る
。
「
利
子

が
利
子
を
生
む
」
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
】
（
「
貨

幣
」p100

）

　
前
半
部
で
の
「
貨
幣
は
、
健
全
な
社
会
有
機
体
に
お
い
て
は
、
単
な
る

価
値
尺
度
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
と
の
指
摘
は
分
か
り
や
す
い
が
、
そ

の
こ
と
が
「
商
品
が
使
い
古
さ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
貨
幣
も
使
い
古

さ
れ
る
。
」
の
で
あ
り
、
「
「
利
子
が
利
子
を
生
む
」
こ
と
が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
」
こ
と
と
相
即
的
な
事
実
と
し
て
端
的
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
鋭
い
洞
察
力
を
感
じ
る
。

　
私
た
ち
は
今
日
、
貨
幣
経
済
を
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
見
過
ご
し
、

貨
幣
が
経
済
過
程
に
お
い
て
果
た
す
本
来
的
・
本
質
的
な
役
割
を
忘
却
し

て
い
る
よ
う
だ
。
「
健
全
な
社
会
有
機
体
」
に
お
い
て
、
「
利
子
が
利
子

を
生
む
」
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
だ
。 

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

が
『
社
会
の
未
来
』
（
前
掲
書
）
に
お
い
て…

…

【
け

れ
ど
も
貨
幣
が
実
際
の
経
済
対
象
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
或
る
非
現

実
的
な
幻
影
が
人
び
と
の
前
に
映
し
出
さ
れ
、
そ
れ
が
人
間
を
専
制
的
に

支
配
し
始
め
た
の
で
す
。
】
（
「
経
済
生
活
に
つ
い
て
／
連
合
体
を
組
織

す
る
と
い
う
こ
と
」p53

）…
…

と
言
う
よ
う
に
、
私
た
ち
は
「
非
現
実

的
な
幻
影
」
で
あ
る
貨
幣
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
貨
幣
そ
の
も
の
の
本
来
的
・
本
質
的
な
役
割
を
捉
え
直
し
、

「
健
全
な
社
会
有
機
体
」
に
お
け
る
貨
幣
経
済
（
経
済
制
度
）
の
あ
り
方

を
新
た
に
構
想
し
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
「
貨

幣
そ
の
も
の
の
本
来
的
・
本
質
的
な
役
割
」
を
考
え
る
時
、
『
経
済
学
講

座
』
（
西
川
隆
範
訳/2010/

ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
に
お
け
る
次
の
よ
う
な

シ
ュ
タ
イ
ナー

の
指
摘
に
注
目
し
た
い
。

【
で
す
か
ら
、
「
現
金
決
済
の
領
域
で
は
、
貨
幣
は
一
定
の
価
値
を
示
す
。

贈
与
の
領
域
で
は
、
決
済
の
領
域
で
の
貨
幣
価
値
が
す
べ
て
否
定
さ
れ
、

放
棄
さ
れ
る
。
そ
の
両
者
の
あ
い
だ
に
あ
る
融
資
に
お
い
て
、
〈
移
転
〉

が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
融
資
の
貨
幣
は
次
第
に
、
贈
与
の
貨
幣
に
な
つ
て

い
く
」
と
、
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
】
（
「
決
済
・
融
資
・
贈
与
」

P219
）
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つ
ま
り
、
貨
幣
は…

…

「
決
済
と
し
て
の
貨
幣
」
か
ら
「
融
資
と
し
て

の
貨
幣
」
へ
と
移
転
し
、
さ
ら
に
は
「
融
資
と
し
て
の
貨
幣
」
か
ら
「
贈

与
と
し
て
の
貨
幣
」
へ
と
変
容
・
消
尽
す
る…

…

こ
と
で
、
そ
の
本
来

的
・
本
質
的
な
役
割
（
＝
「
健
全
な
社
会
有
機
体
」
に
お
け
る
貨
幣
と
し

の
役
割
）
を
果
た
す
。
貨
幣
は
「
融
資
と
し
て
の
貨
幣
」
と
し
て
、
そ
の

価
値
を
全
う
（
＝
消
尽
）
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
社
会
福
祉
、
無
償
教
育
、
あ
る
い
は
、
ベー

シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
と
い
う

形
で
の
「
社
会
保
障
制
度
」
は…

…
貨
幣
が
「
融
資
と
し
て
の
貨
幣
」
へ

と
変
容
し
、
そ
の
本
来
的
な
貨
幣
価
値
を
全
う
（
消
尽
）
す
る…

…

と
い

う
経
済
過
程
を
顕
在
化
・
現
実
化
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
従
っ
て
、
貨
幣
を
特
定
個
人
の
財
産
と
し
て
貯
蓄
し
た
ま
ま
に
経
済

過
程
に
お
け
る
流
通
・
変
容
を
停
滞
さ
せ
る
こ
と
は
、
貨
幣
の
あ
る
べ
き

役
割
を
抑
圧
・
隠
蔽
す
る
こ
と
で
あ
り
、
貨
幣
価
値
を
不
変
・
不
動
の
も

の
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
利
子
な
ど
と
い
う
形
で
自
己
増
殖
す
る
も
の
と

し
て
、
健
全
な
経
済
過
程
を
歪
め
て
い
る
。
私
は
、
こ
う
し
た
貨
幣
価
値

の
私
物
化
と
物
神
化
に
、
現
代
世
界
を
席
巻
す
る
経
済
シ
ス
テ
ム
の
最
大

の
幻
影
と
矛
盾
を
見
て
と
る
。

̶
 2017/11/13 

記 ̶
 

﹇
十
一
﹈
賃
金
か
ら
利
益
配
分
と
し
て
の
労
働
へ 

　
《
分
業
の
本
質
と
し
て
の
利
他
主
義
》 

　
「
分
業
」
と
い
う
も
の
を
「
生
産
の
合
理
化
・
効
率
化
」
と
い
う
観
点

だ
け
か
ら
見
て
い
た
私
に
と
っ
て
、
本
章
に
お
け
る
「
分
業
」
に
関
す
る

シ
ュ
タ
イ
ナー

の
論
考
は
「
分
業
」
に
関
す
る
新
し
い
見
方
と
可
能
性
を

提
示
し
て
く
れ
た
。 

　
そ
れ
は
、
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
制
度
と
し
て
の
「
分
業
」
概

念
を
越
え
て
、
人
間
社
会
（
三
分
節
化
さ
れ
た
社
会
有
機
体
）
に
お
け
る

本
質
的
な
「
分
業
」
の
意
味
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
指
摘
で
あ
る
。 

　
例
え
ば…

…

【
人
び
と
は
た
だ
、
他
の
人
び
と
の
た
め
に
働
き
、
そ
し

て
他
の
人
び
と
を
自
分
の
た
め
に
働
か
せ
る
。
独
り
で
働
く
こ
と
も
で
き

な
い
し
、
独
り
で
暮
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
分
業
の

本
質
に
矛
盾
し
た
諸
制
度
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
人
が
自
分
の
社
会
的
地

位
を
利
用
し
て
働
き
、
そ
し
て
そ
の
成
果
を
財
産
と
し
て
残
す
こ
と
の
で

き
る
制
度
で
あ
る
。
（
中
略
）
し
か
し
分
業
は
、
個
人
が
社
会
有
機
体
の

中
で
そ
の
有
機
体
全
体
の
状
況
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

そ
れ
は
経
済
的
に
利
己
主
義
を
排
除
し
て
い
る
。
】
（
「
分
業
の
本
質
」

p102
）…

…

と
の
言
葉
。 
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「
分
業
」
の
本
質
（
三
分
節
化
さ
れ
た
社
会
有
機
体
に
お
け
る
「
分

業
」
）
は
、
階
級
的
特
権
に
よ
る
財
産
専
有
や
自
給
自
足
的
な
経
済
活
動

が
内
包
す
る
〝
利
己
主
義
〞
と
は
異
質
で
あ
り
、
『
経
済
学
講
座
』

（2010/

ち
く
ま
学
芸
文
庫
刊
所
収
、
「
社
会
的
営
為
と
し
て
組
み
込
ま

れ
る
労
働
　
分
業-
利
他
主
義-

隠
さ
れ
た
事
実
」p59

）
で
言
う
よ
う

に
、
「
他
者
の
た
め
に
働
く
」
「
社
会
的
な
必
然
性
か
ら
働
く
」
と
い
う

〝
利
他
主
義
〞
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
、
こ
う
し
た
「
分
業
」
に
つ
い
て
の
本
質
的
洞
察
か

ら
、
次
の
よ
う
に
賃
金
労
働
は
自
給
自
足
者
と
し
て
経
済
的
な
意
味
で
の

利
己
主
義
に
捕
わ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。 

【
通
常
の
意
味
で
の
賃
金
労
働
者
は
、
今
日
な
お
自
給
自
足
者
で
す
。
賃

金
労
働
者
は
、
自
分
の
需
要
に
相
当
す
る
分
だ
け
を
社
会
に
提
供
し
ま

す
。
（
中
略
）
自
給
自
足
と
は
、
「
収
入
の
た
め
に
（
自
分
の
た
め
に
）

働
く
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
中
略
）
普
通
の
賃
金
労
働
者
は
、
「
価
値

は
何
と
交
換
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
熟
慮
し
な
い
の
で
、

通
常
こ
の
こ
と
に
気
づ
き
ま
せ
ん
。
】
『
経
済
学
講
座
』
（
同
上
、p59
） 

　 

賃
金
労
働
の
問
題
と
し
て
「
剰
余
労
働
」
の
み
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ

が
ち
な
の
だ
が
（
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
お
け
る
論
考
等
）
、
シ
ュ
タ
イ

ナー

は
「
分
業
」
と
い
う
経
済
活
動
に
お
け
る
社
会
的
共
同
性
を
問
題
に

す
る
こ
と
で
、
本
質
的
に
は
利
他
主
義
と
し
て
の
労
働
が
「
収
入
の
た

め
」
（
＝
生
計
維
持
）
の
利
己
主
義
と
し
て
の
労
働
へ
と
歪
め
ら
れ
た
賃

金
労
働
の
本
質
的
な
矛
盾
を
洞
察
し
て
い
る
。 

　
《
賃
金
か
ら
利
益
配
分
と
し
て
の
労
働
へ
》 

　
こ
う
し
た
利
己
主
義
（
＝
生
計
維
持
）
と
し
て
の
労
働
へ
と
歪
め
ら
れ

た
賃
金
労
働
か
ら
、
利
他
主
義
（
社
会
的
必
然
性
）
と
し
て
の
労
働
へ
の

本
質
的
変
容
の
可
能
性
と
必
要
性
を
見
通
す
か
ら
こ
そ…

…

【
社
会
有
機

体
を
三
つ
に
分
節
化
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
国
家
形
態
の
中
に
は
存
在
し

な
い
諸
制
度
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
諸
制

度
の
内
部
で
は
、
階
級
闘
争
も
存
在
し
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
階
級
闘
争

は
、
賃
金
を
経
済
循
環
の
中
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
だ

か
ら
。
】
（
「
労
働
と
収
入
」p104

）…
…

と
本
章
で
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
語
る
。 

　
本
著
全
体
を
読
み
通
す
な
ら
ば
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

は…
…

市
場
経
済

（
＝
経
済
循
環
）
に
組
み
込
ま
れ
た
賃
金
労
働
（
＝
労
働
力
と
し
て
人
格

そ
の
も
の
を
商
品
化
す
る
経
済
シ
ス
テ
ム
）
の
質
的
転
換
に
つ
い
て
、
生

産
手
段
の
社
会
化
・
共
有
化
の
問
題
で
は
な
く
、
利
己
主
義
（
生
計
維
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持
）
か
ら
利
他
主
義
（
社
会
的
必
然
性
）
へ
の
本
質
的
変
容
の
問
題…

…
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

　
そ
し
て
、
「
収
入
の
た
め
」
（
＝
生
計
維
持
）
に
働
く
と
い
う
利
己
主

義
的
な
経
済
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
解
放
は
、
市
場
経
済
の
も
と
で
の
競
争
的

な
労
働
か
ら
、
三
分
節
化
さ
れ
た
社
会
有
機
体
の
も
と
で
の
協
同
的
な
労

働
へ
の
質
的
転
換
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
。
そ
の
質
的
転
換
は
、

経
営
者
に
よ
る
評
価
・
査
定
に
基
づ
く
賃
金
払
い
か
ら
、
経
営
者
と
労
働

者
の
恊
働
的
契
約
に
基
づ
く
利
益
配
分
へ
の
変
化
と
し
て
具
現
化
さ
れ

る
。 

　
さ
ら
に
、
『
経
済
学
講
座
』
（
前
掲
書
、
「
国
民
経
済
学
の
概
念
訂
正
　

剰
余
価
値
」p148-p149

）
に
お
け
る…

…

【
経
営
者
に
売
ら
れ
る
「
労

働
の
成
果
」
は
、
労
働
者
が
社
会
的
に
不
利
益
な
状
態
に
あ
る
た
め
に
、

経
営
者
に
よ
っ
て
転
売
さ
れ
る
と
き
よ
り
も
過
小
評
価
さ
れ
、
そ
こ
で
経

営
者
の
利
益
が
捻
出
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
（
中
略
）
経
営
者
と
労
働
者

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
市
場
に
行
っ
て
商
品
を
買
う
者
た
ち
と
同
じ
こ
と

が
言
え
ま
す
。
（
中
略
）
国
民
経
済
的
に
見
る
と
、
経
営
者
と
賃
金
労
働

者
の
間
に
存
在
す
る
も
の
は
一
種
の
市
場
な
の
で
す
。
】…

…

と
の
シ
ュ

タ
イ
ナー

の
言
葉
は
、
極
め
て
現
代
的
な
課
題
を
指
摘
し
て
い
る
。 

　
今
の
日
本
の
経
済
界
・
安
倍
政
権
の
目
指
す
「
成
果
主
義
に
基
づ
く
裁

量
労
働
」
の
導
入
・
拡
大
は
、
〈
経
営
者
と
労
働
者
の
恊
働
的
契
約
に
基

づ
く
利
益
配
分
〉
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
労
働
成
果
を
商
品
と
し

て
市
場
経
済
・
競
争
主
義
の
中
に
丸
裸
で
投
げ
込
む
こ
と
で
あ
り
、
〈
経

営
者
に
よ
る
評
価
・
査
定
に
基
づ
く
賃
金
払
い
〉
を
よ
り
強
化
す
る
〈
市

場
経
済
・
競
争
主
義
に
基
づ
く
賃
金
払
い
〉
に
他
な
ら
な
い…

…

つ
ま

り
、
賃
金
や
労
働
時
間
を
裁
量
す
る
の
は
、
対
等
な
恊
働
的
契
約
に
基
づ

く
経
営
者
と
労
働
者
で
は
な
く
、
よ
り
安
価
な
商
品
と
し
て
の
労
働
力
を

要
求
す
る
市
場
経
済
・
競
争
主
義
と
い
う
こ
と
だ
。 

　
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
「
収
入
の
た
め
」
に
働
く
と
い
う
自
給
自
足

的
・
利
己
主
義
的
な
賃
金
労
働
か
ら
私
た
ち
を
解
放
し
、
﹇
労
働
成
果
が

〈
経
営
者
と
労
働
者
の
恊
働
的
契
約
に
基
づ
く
利
益
配
分
〉
と
し
て
具
現

化
﹈
す
る
た
め
に
は
、
「
生
計
維
持
」
が
「
ベー

シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
」
と

し
て
社
会
的
・
共
同
的
に
保
障
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

̶
 2018/04/07 

記 ̶
 

﹇
第
四
章
　
三
分
節
化
か
ら
見
た
こ
れ
か
ら
の
国
際
関
係 

 - 

社
会
・
国
家
・
民
族
﹈
か
ら 
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﹇
十
二
﹈
国
際
社
会
に
け
る
自
由
な
精
神
生
活
と
ク
レ
オー

ル
化 

　
《
国
際
社
会
に
お
け
る
自
由
な
精
神
生
活
》 

　
シ
ュ
タ
イ
ナー
は
、
国
際
関
係
を
考
え
る
際
に
も
社
会
有
機
体
三
分
節

化
に
基
づ
き
な
が
ら
、
国
際
社
会
に
お
け
る
精
神
活
動
の
第
一
義
性
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。 

【
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
精
神
活
動
は
、
互
に
結
び
つ
き
を
持
つ
よ
う
に
な

る
。
そ
の
結
び
つ
き
は
、
人
類
共
通
の
精
神
生
活
か
ら
の
み
生
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。
精
神
活
動
が
国
家
か
ら
独
立
し
て
、
自
立
し
た
在
り
方
を
す

る
よ
う
に
な
る
と
、
法
治
国
家
に
依
存
し
て
い
る
と
き
に
は
ま
っ
た
く
不

可
能
だ
っ
た
よ
う
な
状
況
を
形
成
す
る
。
こ
の
点
で
は
、
す
で
に
国
際
的

な
在
り
方
を
し
て
い
る
科
学
分
野
の
業
績
で
あ
ろ
う
と
、
他
の
分
野
の
業

績
で
あ
ろ
う
と
、
変
り
は
な
い
。
】
（
「
目
標
と
す
べ
き
国
際
関
係
」

p111

） 

　
今
日
の
国
際
社
会
に
お
い
て
、
個
人
相
互
、
あ
る
い
は
、
非
国
家
主
体

相
互
に
お
け
る
関
係
性
の
重
要
性
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
と
は
言
え
、
国
家

と
い
う
政
治
的
・
権
力
的
な
枠
組
み
に
お
け
る
関
係
性
が
今
な
お
支
配
的

で
あ
る
。
な
お
か
つ
、
今
日
の
グ
ロー

バ
リ
ゼー

シ
ョ
ン
が
も
た
ら
す
熾

烈
な
覇
権
主
義
・
競
争
主
義
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
個
人
相
互
、
あ
る
い
は
、

非
国
家
主
体
相
互
と
は
い
え
、
政
治
的
・
権
力
的
な
枠
組
み
か
ら
必
ず
し

も
自
由
な
関
係
性
を
築
き
得
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
時
に
は
、
そ
の
個

人
相
互
や
非
国
家
主
体
相
互
の
場
面
に
お
い
て
、
強
固
な
政
治
性
・
権
力

性
を
示
す
国
権
的
な
志
向
が
働
く
。 

　
こ
う
し
た
中
、
国
際
社
会
に
お
け
る
個
と
し
て
の
精
神
活
動
の
自
由
・

自
立
を
確
立
す
る
こ
と
の
困
難
は
計
り
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
故
に

こ
そ
、
政
治
的
・
権
力
的
な
枠
組
み
を
超
え
た
地
球
人
類
と
し
て
の
国
際

性
＝
世
界
性
を
展
望
す
る
た
め
に
、
人
類
共
通
の
精
神
生
活
に
根
ざ
す
精

神
的
に
自
由
な
自
立
し
た
個
と
し
て
の
存
在
が
求
め
ら
れ
る
。 

　
さ
ら
に
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
、
本
論
考
の
執
筆
当
時
（
第
一
次
世
界
大

戦
〜
戦
後
）
の
ヨー

ロ
ッ
パ
世
界
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
民
族
集
団
相
互

の
関
係
性
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

【
現
在
、
社
会
有
機
体
の
三
分
節
化
に
対
し
て
、
民
族
言
語
や
民
族
文
化

を
守
る
方
の
側
か
ら
、
も
っ
と
も
鋭
い
反
対
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う

し
た
反
対
は
、
人
類
全
体
が
現
在
ま
す
ま
す
意
識
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
目
標
を
前
に
し
て
、
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

ど
の
民
族
集
団
も
他
の
民
族
集
団
と
結
び
つ
く
と
き
、
真
に
人
間
ら
し
い

生
き
方
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
】
（
「
同
上
」p112

） 
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本
論
考
執
筆
以
降
の
国
際
社
会
は
、
こ
う
し
た
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
希
望

と
警
告
と
は
裏
腹
に
独
善
的
・
排
外
的
な
全
体
主
義
が
横
行
す
る
こ
と
と

な
り
、
今
日
な
お
、
独
善
的
・
排
外
的
な
自
己
保
身
と
権
力
志
向
の
亡
霊

が
国
際
社
会
に
跋
扈
し
て
い
る
。 

　
私
た
ち
は
今
こ
そ
、
国
際
社
会
に
お
け
る
自
由
な
精
神
生
活
の
あ
り
方

を
憧
憬
・
希
求
し
つ
つ
、
自
ら
の
生
活
の
足
元
か
ら
自
由
な
自
立
し
た
個

的
存
在
と
し
て
の
確
か
な
歩
み
を
踏
み
出
す
べ
き
な
の
だ
。 

　
《
自
由
な
精
神
生
活
に
通
底
・
共
鳴
す
る
ク
レ
オー

ル
化
》 

　
グ
ロー

バ
リ
ゼー

シ
ョ
ン
と
相
補
的
に
重
層
化
・
深
刻
化
す
る
今
日
の

独
善
的
・
排
外
的
な
世
界
的
風
潮
の
中
、
自
由
な
精
神
生
活
が
依
拠
し
う

る
国
際
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
世
界
史
的
な
混
淆
的
文
化
現
象
と
し

て
の
〝
ク
レ
オー

ル
化
さ
れ
た
国
際
関
係
〞
を
想
起
し
た
い
。 

　
〝
ク
レ
オー

ル
化
さ
れ
た
国
際
関
係
〞
と
は
、
か
つ
て
本
ブ
ロ
グ
で
私

が
記
し
た…

…

現
代
世
界
を
経
済
・
社
会
・
文
化
の
全
面
お
い
て
破
壊

的
・
破
滅
的
に
席
巻
す
る
グ
ロー

バ
ル
化
（globalization

）
の
オ
ル
タ

ナ
テ
ィ
ブ
な
カ
ウ
ン
ター

カ
ル
チ
ャー

と
し
て
、
ク
レ
オー

ル
化

（creolization

）
や
ク
レ
オー

ル
性
（créolité

）
と
い
う
も
の
が
内
包

す
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
（post-colonialism

e

）
の
「
全-

世

界
」
的
な
あ
り
方
＝
﹇
抵
抗
と
慈
悲
と
し
て
の
関
係
（
『
ジ
ャ
ッ
ク
・
ク

ル
シ
ル
〜
抵
抗
と
慈
悲
と
し
て
谺
す
るCREO

LIZATIO
N

（
ク
レ
オー

ル
化
）
』
記
載
）…

…

に
他
な
ら
な
い
。 

　
「
ク
レ
オー

ル
化
（creolization

）
」
に
つ
い
て
は
、
エ
ド
ゥ
アー

ル
・
グ
リ
ッ
サ
ン
〔
註
〕
に
よ
る
『
全-

世
界
論
（TRAITÉ D

U
 TO
U
T-

M
O
N
D
E

）
』
（2000/

み
す
ず
書
房
刊
）
が
多
大
な
刺
激
と
啓
発
を
も

た
ら
し
て
く
れ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
指
摘
は
、
ま
さ
に
今
日
的
に
現

前
し
て
い
る
課
題
で
あ
る
。 

【
今
日
、
ど
れ
だ
け
の
追
い
つ
め
ら
れ
た
共
同
体
が
、
本
質
的
な
分
裂
、

自
己
同
一
性
の
ア
ナー

キー

、
国
家
と
教
条
の
戦
争
か
、
も
し
く
は
、
武

力
に
よ
る
帝
国
的
平
和
、
あ
る
い
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
全
体
主
義
的
か

つ
保
護
主
義
的
な
強
大
な
〈
帝
国
〉
を
措
定
す
る
ポ
ッ
カ
リ
ロ
を
あ
け
た

中
立
性
か
の
二
者
択
一
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
。
（
中
略
）
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィー

を
唯
一
の
根
に
求
め
る
考
え
方
が
、
こ
う
し
た
共
同
体
を

他
の
共
同
体
に
隸
属
せ
し
め
、
ま
た
、
彼
ら
の
解
放
の
闘
い
を
根
拠
づ
け

て
い
る
。
し
か
し
、
周
囲
を
枯
死
さ
せ
る
唯
一
の
根
に
対
し
、
我
々
は
視

野
を
広
げ
て
、
〈
関
係
性
〉
を
開
く
リ
ゾー

ム
状
の
根
を
勇
気
を
も
つ
て

提
案
す
べ
き
で
は
な
い
か
？
　
そ
れ
は
根
が
引
き
抜
か
れ
て
し
ま
っ
た
わ

け
で
は
な
い
、
た
だ
周
囲
を
纂
奪
し
な
い
だ
け
だ
。
】
（
「
世
界
の
叫

び
」p16-p17

） 
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﹇
註
﹈
エ
ド
ゥ
アー

ル
・
グ
リ
ッ
サ
ン
（1928-2011/

マ
ル
テ
ィ
ニー

ク
出

身
）
は
、
「
詩
学
」
と
い
う
断
章
的
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
，
支
配
者
の
論
理
と

し
て
の
歴
史
観
・
世
界
観
に
抗
い
つ
つ
、
植
民
地
と
し
て
収
奪
さ
れ
て
き
た
ア

ン
テ
ィ
ル
諸
島
に
お
け
る
「
ク
レ
オー

ル
」
の
視
点
か
ら
、
独
自
の
思
索
・
表

現
・
行
動
を
展
開
し
た
。 

　
ま
た
、
〝
ク
レ
オー
ル
化
さ
れ
た
国
際
関
係
〞
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、

現
代
に
お
け
る
国
民
国
家
＝N

ation-State

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィー

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
視
点
が
相
即
的
に
提

起
さ
れ
よ
う
。
先
に
本
ブ
ロ
グ
で
記
し
た…

…

ヤ
ポ
ネ
シ
ア
＝
列
島
日
本

に
お
け
る
島
尾
敏
雄
の
「
も
う
一
つ
の
日
本
」
、
さ
ら
に
は
、
赤
坂
憲
雄

（1953- /

民
俗
学
者
）
の
「
い
く
つ
も
の
日
本
」
へ
の
眼
差
し

（
『
「
ヤ
ポ
ネ
シ
ア
」
再
考
〜
群
島-

日
本
のCRÉO

LITÉ

へ
の
眼
差

し
』
記
載
）…

…

へ
の
私
の
注
視
に
も
繋
が
る
の
だ
。 

　
　
赤
坂
憲
雄
は
『
東
西/

南
北
考
』
（2000/

岩
波
新
書
）
に
お
い

て…
…

【
転
換
の
方
位
だ
け
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
歴
史
へ
の
眼
差
し

を
深
み
に
あ
っ
て
支
え
る
座
標
軸
そ
れ
自
体
を
、
東\

西
か
ら
南\

北
へ
と

変
換
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
東
西
の
軸
に
沿
っ
て
展
開
す
る
眼
差
し

と
、
南
北
の
軸
に
沿
っ
て
伸
び
広
が
る
眼
差
し
と
の
あ
い
だ
に
は
、
見
え

に
く
い
、
し
か
し
、
あ
き
ら
か
に
根
源
的
な
落
差
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

（
中
略
）
こ
の
落
差
に
つ
い
て
は
、
よ
り
端
的
に
、
同
族
的/

異
族
的
と

称
し
て
も
い
い
。
東
西
の
軸
は
同
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
認
に
繫

が
り
、
南
北
の
軸
は
異
族
的
な
カ
オ
ス
の
状
況
へ
と
か
ぎ
り
な
く
開
か
れ

て
い
る
。
】
（
「
は
じ
め
に
」pⅱ

）…
…

と
記
し
て
い
る
。 

　
私
自
身
と
し
て
も
、
近
年
の
南
西
諸
島
へ
の
旅
（
と
り
わ
け
、
ノ
ロ
や

ユ
タ
の
存
在
）
、
あ
る
い
は
、
最
近
の
出
羽
三
山
へ
の
旅
（
と
り
わ
け
、

マ
タ
ギ
や
山
伏
の
存
在
）
を
通
し
て
、
赤
坂
憲
雄
の
言
う
「
東
西
の
軸
」

と
「
南
北
の
軸
」
と
共
に
、
平
地
と
山
岳
と
い
う
「
第
三
の
軸
」
も
交
錯

す
る
形
で
の
落
差
（
差
異
）
を
感
受
し
て
お
り
、
私
た
ち
の
列
島
日
本
に

お
け
る
〝
ク
レ
オー

ル
化
〞
へ
の
眼
差
し
が
通
底
・
共
鳴
し
て
く
る
の
だ
。 

̶
 2018/09/08 

記 ̶
 

﹇
社
会
有
機
体
三
分
節
化
を
め
ぐ
っ
て
﹈
か
ら 

◉
は
じ
め
に
／
国
際
生
活
の
必
要
性
と
社
会
の
三
分
節
化 

﹇
十
三
﹈
諸
民
族
の
自
由
な
精
神
生
活
の
国
際
的
共
有 

　
《
諸
民
族
の
自
由
な
精
神
生
活
の
国
際
的
共
有
》
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【
諸
民
族
は
そ
の
境
界
が
民
族
社
会
の
境
界
で
も
あ
る
よ
う
な
国
境
を

持
っ
た
国
家
を
建
設
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
が
、
こ
の
努
力
は
閉
鎖
的
民

族
国
家
を
閉
鎖
的
経
済
領
域
に
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
も
生
じ
さ
せ
て
い

る
。
世
界
経
済
の
先
に
述
べ
た
傾
向
は
、
将
来
、
こ
の
よ
う
な
民
族
利
己

主
義
に
対
抗
す
る
働
き
を
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
】
（
「
国
際
生

活
の
必
要
性
と
社
会
の
三
分
節
化
」p135-p136

）

　
こ
の
よ
う
に
記
す
シ
ュ
タ
イ
ナー

に
は
、
現
代
世
界
に
お
い
て
顕
在
化

し
て
い
る
世
界
経
済
の
進
展
と
閉
鎖
的
民
族
衝
動
と
の
相
剋
・
軋
轢
の
様

相
が
そ
の
当
時
か
ら
は
っ
き
り
と
見
え
て
い
た
よ
う
だ
。

　
そ
の
た
め
シ
ュ
タ
イ
ナー

は…
…

【
こ
の
対
抗
す
る
働
き
が
終
わ
る
こ

と
の
な
い
紛
争
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
民

族
社
会
の
中
の
精
神
文
化
の
在
り
方
を
、
経
済
関
係
か
ら
独
立
し
て
管
理

し
、
そ
の
よ
う
な
管
理
を
通
し
て
国
際
関
係
を
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
】
（
「
国
際
生
活
の
必
要
性
と
社
会
の
三
分
節
化
」

p136

）…
…

と
し
て
、
世
界
経
済
の
進
展
と
閉
鎖
的
民
族
衝
動
と
の
相

剋
・
軋
轢
を
克
服
す
る
展
望
を
語
る
。

　
こ
こ
で
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
う
「
民
族
社
会
の
中
の
精
神
文
化
の
在
り

方
を
経
済
関
係
か
ら
独
立
し
て
管
理
」
す
る
と
は
、
諸
民
族
の
精
神
生
活

を
独
立
し
た
自
由
な
精
神
史
と
し
て
感
受
し
洞
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
社
会
三
分
節
化
に
基
づ
く
諸
民
族
の
自
由
な
精
神
生
活
の
国
際
的
共
有

の
も
と
で
、
覇
権
的
グ
ロー

バ
リ
ズ
ム
か
ら
も
排
外
的
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ

ズ
ム
の
呪
縛
か
ら
も
解
放
さ
れ
、
民
族
生
活
と
国
際
生
活
が
共
に
自
主

的
・
自
立
的
に
結
び
舫
う
可
能
性
が
育
ま
れ
る
。

　
今
福
龍
太
〔
註
〕
が…

…

【
そ
も
そ
も
「
歴
史
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も

の
の
底
流
に
は
、
「
正
史
」
が
依
拠
す
る
よ
う
な
「
歴
史
的
必
然
」
の
な

か
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
偶
然
か
つ
偶
発
的
な
要
素

が
渦
巻
く
よ
う
に
流
れ
て
い
た
。
】…

…

と
語
り
つ
つ…

…

【
「
叛̶

歴

史
的
な
過
程
と
し
て
「
世
界
」
を
描
く
こ
と
】
（
『
ジ
エ
ロ
ニ
モ
た
ち
の

方
舟
』
（2015/

岩
波
書
店
刊
「
序
」
所
収
）
と
は
、
文
字
と
し
て
の

「
歴
史
的
世
界
」
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
諸
民
族
や
人
々
の
自
由
な
精
神
生

活
の
痕
跡
・
胎
動
を
神
話
的
口
承
と
し
て
聴
き
取
る
こ
と
な
の
だ 

〔
註
〕
今
福
龍
太
（1955- 

）
〜
文
化
人
類
学
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
へ
の
探
求
と

と
も
に
、
フ
ィー

ル
ド
ワー

ク
で
出
会
う
人
々
や
自
然
と
の
交
流
を
通
し
、
既
存

の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
枠
を
越
え
て
自
由
闊
達
に
思
索
・
発
言
す
る
研
究
者
・
批

評
家
。
奄
美
自
由
大
学
の
取
り
組
み
、
あ
る
い
は
、
天
草
諸
島
へ
の
ア
プ
ロー

チ

な
ど
、
私
に
と
っ
て
も
意
義
深
い
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
つ
い
最
近
、
『
石
牟

礼
道
子
さ
ん
一
周
忌
〜
映
画
上
映&

対
談
の
集
い
』
（2019.3.1/

藤
原
書
店
主

催
）
の
場
で
、
石
牟
礼
道
子
を
巡
っ
て
吉
増
剛
造
と
の
対
談
を
聞
い
た
が
、
吉
増

剛
造
ら
し
い
石
牟
礼
道
子
の
「
テ
ク
ス
ト
解
読
」
と
共
に
、
今
福
龍
太
の
「
石
牟

礼
道
子
の
夢
」
を
興
味
深
く
聞
い
た
。
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今
の
私
は
、
南
西
諸
島
の
「
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
」
、
原
始
神
道
の
「
常
世

（
ト
コ
ヨ
）
」
、
ア
イ
ヌ
の
「
カ
ム
イ
モ
シ
リ
」
と
い
っ
た
口
承
と
し
て

の
「
神
話
的
世
界
」
の
内
に
、
列
島
日
本
に
お
い
て
渦
巻
き
底
流
す
る
精

神
生
活
の
痕
跡
・
胎
動
を
感
受
し
て
い
る
。

　
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
心
魂
の
深
さ
の
内
に
、
諸
民
族
や
人
々
の
自
由
な

精
神
生
活
の
国
際
的
共
有
の
始
原
と
可
能
を
見
出
す
と
共
に
、
人
類
＝
地

球
生
類
と
し
て
私
た
ち
に
託
さ
れ
て
い
る
宇
宙
意
識
の
在
り
方
を
想
う
。

̶
 2019/03/28 

記 ̶
 

◉
マ
ル
ク
ス
主
義
と
三
分
節
化
／
自
由
な
学
校
と
三
分
節
化 

﹇
十
四
﹈
マ
ル
ク
ス
主
義
と
近
代
教
育
制
度
に
お
け
る
唯
物
主
義 

　
《
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
観
念
と
し
て
の
唯
物
主
義
》

　
言
う
ま
で
も
な
く
カー

ル
・
マ
ル
ク
ス
の
思
想
体
系
は
、
思
想
的
・
政

治
的
に
世
界
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
き
た
し
、
今
で
も
そ
の
影

響
力
は
続
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
マ
ル
ク
ス
そ
の
人
の
思
想
そ
の
も
の

（
＝
マ
ル
ク
ス
思
想
）
が
マ
ル
ク
ス
主
義
や
近
代
的
な
唯
物
主
義
と
全
く

同
一
の
も
の
と
捉
え
る
こ
と
は
思
想
的
・
歴
史
的
に
も
誤
り
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し…

…

膨
大
な
思
想
体
系
を
為
す
マ
ル
ク
ス
思
想
の
全
貌
を
理
解

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
に
し
て
も…

…

そ
の
思
想
の
内
に
、
い
わ
ゆ
る

マ
ル
ク
ス
主
義
や
近
代
唯
物
主
義
が
有
す
る
物
質
文
明
イ
デ
オ
ロ
ギー

と

し
て
の
精
神
的
特
質
が
底
流
と
し
て
存
し
て
い
る
。

　
例
え
ば…

…

【
宗
教
、
家
族
、
国
家
、
法
律
、
道
徳
、
科
学
、
芸
術

等
々
は
、
生
産
の
特
殊
な
あ
り
方
に
す
ぎ
ず
、
生
産
の
一
般
的
法
則
に
服

す
る
。
だ
か
ら
私
有
財
産
の
積
極
的
な
止
揚
は
、
人
間
的
生
活
の
獲
得
と

し
て
、
あ
ら
ゆ
る
疎
外
の
積
極
的
止
揚
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
人
間
が
宗

教
、
家
族
、
国
家
等
々
か
ら
そ
の
人
間
的
な
、
す
な
わ
ち
社
会
的
な
現
存

へ
と
還
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
。
】
（
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿

（1844

）
』
（1964/

岩
波
文
庫
、
「
第
三
草
稿
　
私
有
財
産
と
共
産
主

義
」p132

）…
…

と
す
る
考
え
方
。 

　
こ
う
し
た
論
稿
に
お
い
て
、
近
代
資
本
主
義
に
お
け
る
私
有
財
産
が
内

包
す
る
根
本
的
矛
盾
に
つ
い
て
、
そ
の
経
済
的
特
質
と
共
に
そ
の
社
会

的
・
人
間
的
意
味
を
探
求
す
る
マ
ル
ク
ス
の
思
想
的
営
為
に
は
感
嘆
す
る

ば
か
り
だ
。
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し
か
し
、
宗
教
・
道
徳
・
芸
術
等
々
ま
で
も
い
っ
し
ょ
く
た
に
「
生
産

の
特
殊
な
あ
り
方
」
「
生
産
の
一
般
的
法
則
に
服
す
る
」
と
語
り
、
全
て

の
人
間
生
活
（
文
明
）
が
「
私
有
財
産
の
積
極
的
な
止
揚
」
に
よ
り
人
間

的
・
社
会
的
な
現
存
へ
と
還
帰
し
得
る
よ
う
な
主
張
は
、
物
資
的
生
産
を

第
一
原
理
と
す
る
こ
と
で
、
人
と
し
て
の
精
神
性
を
物
的
世
界
へ
と
還

元
・
解
消
し
て
し
ま
う
「
観
念
と
し
て
の
唯
物
主
義
」
に
陥
る
も
の
だ
。

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

が…
…

【
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
観
点
は
経
済
生

活
を
新
し
く
形
成
し
よ
う
と
い
う
要
求
に
関
し
て
は
正
し
か
っ
た
が
、
一

面
的
に
正
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
物
品
を
管
理
し
、
生
産
過
程
を
指
導
す

る
だ
け
の
経
済
生
活
は
、
そ
れ
だ
け
を
単
独
に
求
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
決

し
て
実
現
さ
れ
え
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
を
求
め
る
人
は
、
こ
れ
ま

で
の
経
済
生
活
に
不
可
欠
だ
っ
た
精
神
生
活
を
放
り
投
げ
て
お
い
て
、
し

か
も
経
済
生
活
の
活
動
を
続
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
】
（
『
本

著
』
「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
三
分
節
化
」p146

）…
…

と
語
る
所
以
で
あ

ろ
う
。

　
私
は
シ
ュ
タ
イ
ナー

と
共
に
、
マ
ル
ク
ス
思
想
の
内
に
近
代
資
本
主
義

に
お
け
る
私
有
財
産
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
と
言
う
積
極
的
意
義
を
見

い
だ
し
つ
つ
も
、
「
生
産
」
と
い
う
物
的
世
界
（
＝
物
質
的
基
盤
）
に
人

間
性
・
社
会
性
の
法
則
性
を
倒
錯
的
に
見
出
す
こ
と
に
つ
い
て
、
近
代
唯

物
主
義
に
お
け
る
物
質
文
明
イ
デ
オ
ロ
ギー

と
し
て
の
特
質
を
見
て
取

る
。

【
自
然
の
人
間
的
本
質
は
、
社
会
的
人
間
に
と
っ
て
は
じ
め
て
現
存
す

る
。
（
中
略
）
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
は
、
人
間
と
自
然
と
の
完
成
さ
れ
た
本

質
統
一
で
あ
り
、
自
然
の
真
の
復
活
で
あ
り
、
人
間
の
貫
徹
さ
れ
た
自
然

主
義
で
あ
り
、
ま
た
自
然
の
貫
徹
さ
れ
た
人
間
主
義
で
あ
る
。
】
（
マ
ル

ク
ス
『
前
掲
書
』
「
同
上
」p133

）
と
の
マ
ル
ク
ス
の
直
観
的
な
把
握

に
は
、
社
会
の
本
質
を
人
間
と
自
然
の
完
成
さ
れ
た
統
一
（
自
然
主
義
＝

人
間
主
義
）
と
し
て
有
機
的
に
捉
え
る
こ
と
で
、
近
代
唯
物
主
義
の
幻
惑

の
も
と
で
「
物
的
世
界
に
閉
じ
ら
れ
た
人
間
性
」
を
克
服
す
る
一
筋
の
可

能
性
は
あ
り
得
た
と
思
う
。

　
と
は
言
え
、
そ
の
「
自
然
主
義
＝
人
間
主
義
」
の
内
実
が
、
人
間
を
生

産
の
主
体
者
と
す
る
人
間
至
上
主
義
、
そ
し
て
、
自
然
を
生
産
の
客
体
物

と
す
る
生
産
至
上
主
義
で
あ
る
限
り
、
そ
の
思
想
は
近
代
資
本
主
義
に
絡

め
と
ら
れ
た
ま
ま
の
「
観
念
と
し
て
の
唯
物
主
義
」
に
留
ま
り
、
物
質
文

明
イ
デ
オ
ロ
ギー

的
特
質
を
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
《
近
代
教
育
制
度
に
お
け
る
教
化
と
し
て
の
唯
物
主
義
》
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近
代
的
な
「
国
民
国
家
」
（
＝N

ation-State

）
の
確
立
に
伴
っ
て
成

立
し
て
き
た
近
代
教
育
制
度
の
大
き
な
特
徴
は
、
何
よ
り
「
国
民
」
と
し

て
の
人
間
形
成
を
任
務
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。

　
従
っ
て
、
そ
の
教
育
内
容
と
し
て
は…

…

様
々
な
人
間
観
や
教
育
観
の

発
展
と
共
に
、
「
国
民
」
形
成
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
る
よ
う
な
人
類
的

且
つ
個
的
な
人
と
し
て
の
成
長
（
＝
全
人
的
成
長
）
を
促
す
取
り
組
み
が

試
み
ら
れ
る
に
し
て
も…

…
「
人
材
育
成
」
と
し
て
の
「
国
民
」
形
成
を

目
的
と
す
る
こ
と
が
当
然
の
ご
と
く
世
間
一
般
に
流
布
さ
れ
て
き
た
。

　
現
代
日
本
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
も…

…

【
人
び
と
は
「
一
般
的

な
人
間
性
の
育
成
」
に
つ
い
て
語
る
け
れ
ど
も
、
現
代
人
は
無
意
識
の
中

で
、
あ
ま
り
に
も
強
く
自
分
を
国
家
秩
序
に
依
存
さ
せ
て
い
る
の
で
、
自

分
た
ち
の
言
う
人
間
性
の
育
成
が
、
実
は
国
家
の
必
要
と
す
る
人
間
の
育

成
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
、
ま
っ
た
く
気
づ
い
て
い
な
い
。
】
（
『
本

著
』
「
自
由
な
学
校
と
三
分
節
化
」p149

）…
…

と
シ
ュ
タ
イ
ナー
が

指
摘
す
る
通
り
の
事
態
な
の
だ
。

　
「
人
材
育
成
」
と
し
て
の
教
育
制
度
は
、
既
存
の
経
済
・
社
会
シ
ス
テ

ム
（
実
体
は
生
産
重
視
・
利
得
優
先
の
市
場
経
済
）
と
い
う
物
的
世
界
に

適
応
・
順
応
さ
せ
て
い
く
と
い
う
唯
物
主
義
的
な
物
質
文
明
イ
デ
オ
ロ

ギー

で
あ
り
、
そ
の
教
育
観
の
根
底
に
あ
る
の
は
「
教
化
と
し
て
の
唯
物

主
義
」
と
も
言
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
「
教
化
と
し
て
の
唯
物
主
義
」
教
育
観
の
も
と
で
は…

…

【
「
全
人
」
を
受
け
入
れ
る
に
足
る
世
界
観
か
ら
生
じ
た
魂
の
力
の
発
達

の
中
か
ら
、
経
済
生
活
に
お
い
て
も
正
し
く
協
力
し
合
え
る
よ
う
な
生
産

的
な
力
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
外
的
な
社
会
生
活
に
役
立
つ
人

間
は
、
高
次
の
世
界
観
へ
の
健
全
な
衝
動
を
育
て
る
教
育
施
設
か
ら
の
み

生
じ
る
。
】
（
『
本
著
』
「
自
由
な
学
校
と
三
分
節
化
」p155

）…
…

と
し
て
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

が
語
る
よ
う
な
「
高
次
の
世
界
観
へ
の
健
全
な

衝
動
」
は
育
つ
ど
こ
ろ
か
阻
害
さ
れ
る
ば
か
り
だ
。

　
日
本
の
学
校
教
育
（
教
育
行
政
）
の
あ
り
方
を
事
実
上
定
め
る
こ
と
に

な
る2016

年
（
平
成28

年
）
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
『
幼
稚
園
、
小

学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の

改
善
及
び
必
要
な
方
策
等
に
つ
い
て
』
は
、
そ
の
「
は
じ
め
に
」
お
い
て

「
学
校
教
育
の
中
核
と
な
る
教
育
課
程 

に
つ
い
て
、
よ
り
よ
い
学
校
教

育
を
通
じ
て
よ
り
よ
い
社
会
を
創
る
と
い
う
目
標
を
学
校
と
社
会
と
が
共

有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
お
い
て
、
必
要
な
教
育
内
容
を
ど
の
よ
う
に

学
び
、
ど
の
よ
う
な
資
質
・
能
力
を
身
に
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
の
か

を
明
確
に
し
な
が
ら
、
社
会
と
の
連
携
・
協
働
に
よ
り
そ
の
実
現
を
図
っ
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て
い
く
と
い
う
「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
を
目
指
す
べ
き
理
念
と

し
て
位
置
付
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
」
と
記
し
て
い
る
。

　
こ
の
文
言
を
丁
寧
に
読
む
込
む
と
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
資
質
・

能
力
」
と
は
、
ま
さ
に
シ
ュ
タ
イ
ナー

が
指
摘
す
る
「
自
分
た
ち
の
言
う

人
間
性
の
育
成
が
、
実
は
国
家
の
必
要
と
す
る
人
間
の
育
成
な
の
だ
」
に

重
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根
本
的
な
教
育
観
は
「
教
化
と
し
て
の
唯
物

主
義
」
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
の
名
の
も
と
で
、
具
体

的
な
教
育
内
容
と
し
て
の
教
育
課
程
さ
え
も
教
育
行
政
（
国
家
）
と
し
て

定
め
る
こ
と
自
体
が
、
最
も
精
神
活
動
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
「
自

由
な
学
校
」
の
あ
り
方
と
相
反
す
る
の
だ
。

【
「
子
ど
も
に
何
を
教
え
た
ら
い
い
の
か
、
何
が
現
代
社
会
の
た
め
に
役

立
つ
の
か
」
と
問
う
べ
き
で
は
な
い
。
「
何
が
こ
の
子
の
素
質
な
の
か
こ

の
子
の
何
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
問
う
べ
き
で
あ

る
。
】
（
『
本
著
』
「
自
由
な
学
校
と
三
分
節
化
」p150

）…
…

と
の

シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
葉
は
今
日
な
お
一
層
切
実
に
響
い
て
く
る
。 

̶
 2019/07/07 

記
（2021/05/13 

一
部
訂
正
） ̶

 

◉
わ
れ
わ
れ
が
必
要
と
し
て
い
る
も
の

﹇
十
五
﹈
経
済
的
・
国
家
的
・
精
神
的
な
困
窮
生
活
の
内
的
変
革
へ 

　
《
経
済
的
・
国
家
的
・
精
神
的
な
困
窮
生
活
の
内
的
変
革
へ
》

　
「
わ
れ
わ
れ
が
必
要
と
し
て
い
る
も
の
」
と
し
て
、
こ
こ
で
シ
ュ
タ
イ

ナー

が
指
摘
す
る
当
時
の
社
会
状
況
が
抱
え
る
生
活
問
題
の
あ
り
様
は
、

ま
さ
に
今
の
世
界
や
日
本
が
困
窮
・
混
迷
に
陥
っ
て
る
社
会
状
況
そ
の
も

の
だ
。

　
経
済
的
生
活
に
お
い
て
は
、
経
済
的
・
物
質
的
な
成
長
・
損
得
を
優
先

す
る
現
代
社
会
の
困
窮
・
混
迷
と
し
て…

…

【
資
本
の
収
益
と
賃
金
の
所

得
と
い
う
古
い
経
済
要
求
は
、
人
間
が
そ
れ
に
対
す
る
欲
求
や
愛
を
発
達

さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
古
い
生
活
財
が
ま
だ
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る
限

り
、
大
き
な
力
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
古
い
生
活
財
は
こ
れ
ま

で
の
時
代
の
中
で
す
っ
か
り
汲
み
尽
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
】

（p158

）…
…

と
の
指
摘
。

　
こ
の
古
い
経
済
要
求
の
支
配
の
も
と
、
個
々
人
の
欲
求
や
行
為
を
の
み

込
む
形
で…

…

資
本
蓄
積
の
経
済
的
意
義
か
ら
疎
外
さ
れ
て
「
高
額
所
得

者
」
と
し
て
歪
め
ら
れ
た
資
本
家
、
そ
し
て
、
労
働
の
精
神
的
意
義
か
ら
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疎
外
さ
れ
て
「
労
働
力
商
品
」
と
し
て
貶
め
ら
れ
た
労
働
者…

…

と
い
う

様
相
で
、
今
日
の
経
済
的
な
困
窮
・
混
迷
が
深
刻
化
（
端
的
に
は
能
力
主

義
に
よ
る
「
格
差
社
会
」
と
し
て
）
し
て
い
る
。

　
政
治
的
生
活
に
お
い
て
は
、
国
家
的
・
一
国
的
な
利
益
・
制
度
を
優
先

す
る
現
代
社
会
の
困
窮
・
混
迷
と
し
て…

…

【
国
家
機
構
の
中
に
働
い
て

い
た
社
会
要
求
も
、
す
べ
て
汲
み
尽
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
（
中
略
）
人

び
と
は
、
国
家
の
中
で
自
由
に
発
言
で
き
る
よ
う
な
条
件
を
作
ろ
う
と
す

る
よ
り
も
、
国
家
制
度
の
中
に
安
ん
じ
て
身
を
置
く
こ
と
の
方
を
喜
ぶ
。

し
か
し
そ
の
場
合
、
国
家
の
「
強
さ
」
は
、
国
家
を
担
う
人
び
と
の
「
弱

さ
」
の
証
拠
な
の
で
あ
る
。
】
（p158-p159
）…
…

と
の
指
摘
。

　
こ
の
古
い
社
会
要
求
の
支
配
の
も
と
、
個
々
人
の
自
由
や
人
権
を
あ
け

渡
す
形
で…

…

民
主
主
義
を
軽
ん
じ
て
単
一
的
・
集
権
的
な
「
強
い
国

家
」
が
提
示
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
「
強
い
国
家
」
へ
の
同
一
化
を
望

む…
…

と
い
う
様
相
で
、
今
日
の
政
治
的
な
困
窮
・
混
迷
が
深
刻
化
（
端

的
に
は
排
外
主
義
に
よ
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
し
て
）
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
政
治
的
様
相
に
つ
い
て
は
、
「
国
家
を
担
う
人
び
と
の
「
弱

さ
」
の
証
拠
」
と
の
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
葉
と
と
も
に
、
私
た
ち
一
人
ひ

と
り
の
「
弱
さ
」
（
「
国
家
制
度
の
中
に
安
ん
じ
て
身
を
置
く
」
と
い
う

自
己
解
体
）
に
陥
ら
ぬ
よ
う
自
戒
し
た
い
。

　
そ
し
て…
…

【
精
神
生
活
に
お
い
て
は
、
古
い
社
会
要
求
が
不
毛
な
状

態
に
陥
る
と
、
精
神
全
般
に
対
す
る
不
信
感
と
な
っ
て
そ
の
不
毛
さ
が
表

面
に
現
れ
る
。
（
中
略
）
精
神
的
な
作
業
の
所
産
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ

ろ
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
人
間
の
個
人
的
用
件
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
（
中

略
）
同
じ
社
会
の
仲
間
の
個
的
な
精
神
能
力
に
対
す
る
開
か
れ
た
感
受
性

が
欠
如
し
て
い
る
。
そ
れ
が
今
日
の
人
間
の
一
番
顕
著
な
特
徴
の
ひ
と
つ

な
の
で
あ
る
。
】
（p159

）…
…

と
の
言
葉
。

 

　
現
代
の
世
界
や
日
本
に
お
け
る
精
神
的
様
相…

…

「
精
神
生
活
」
へ

の
不
信
と
蔑
視
、
そ
し
て
相
即
的
に
現
代
世
界
に
蔓
延
す
る
「
人
間
生

活
」
自
体
へ
の
軽
視
と
絶
望…

…

を
鋭
く
現
す
こ
の
指
摘
に
は
、
悲
し
い

ほ
ど
強
く
打
た
れ
て
慄
然
と
し
て
し
ま
う
。
今
の
私
た
ち
の
「
精
神
生

活
」
や
「
人
間
生
活
」
は
ま
す
ま
す
騒
め
き
を
強
め
つ
つ
、
そ
の
精
神
的

衝
動
は
無
意
識
の
ま
ま
に
暗
澹
た
る
本
能
的
・
恣
意
的
な
行
為
へ
と
向

か
っ
て
い
る
。

　
私
た
ち
の
「
精
神
生
活
」
や
「
人
間
生
活
」
は
、
何
処
に
依
拠
し
て
何

処
を
目
指
す
の
か
。
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が…

…

シ
ュ
タ
イ
ナー

が
言
う

よ
う
に
「
幻
想
の
中
で
安
眠
す
る
こ
と
」
な
く
「
内
的
な
変
革
の
問
題
」

と
し
て
（p160

）…
…

幾
度
も
幾
度
も
真
摯
且
つ
誠
実
に
立
ち
向
か
う

こ
と
な
し
に
は
、
こ
の
直
面
し
深
刻
化
す
る
人
類
史
的
課
題
（
＝
「
経
済

的
・
国
家
的
・
精
神
的
な
困
窮
生
活
」
）
に
応
え
る
す
べ
は
な
い
だ
ろ
う
。
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最
近
、
世
界
各
地
の
若
者
た
ち
が
、
自
ら
の
立
場
で
考
え
語
り
出
し
、

主
体
的
な
行
動
を
起
こ
し
て
い
る
（
「
国
連
気
候
行
動
サ
ミ
ッ
ト

2019
」
に
伴
う
「
若
者
気
候
サ
ミ
ッ
ト
」
等
々
）
。
こ
う
し
た
若
者
た

ち
の
世
界
史
的
な
登
場
に
は…

…

経
済
的
な
成
長
・
損
得
や
国
家
的
・
一

国
的
な
利
益
・
制
度
と
い
う…

…

「
幻
想
の
中
に
安
眠
す
る
」
既
存
の
世

界
シ
ス
テ
ム
へ
の
切
実
な
抗
い
（
ア
ン
チ
テー

ゼ
）
を
思
う
と
と
も
に
、

人
類
と
地
球
未
来
へ
の
希
望
へ
と
連
な
る
萌
芽
を
想
う
。

　
そ
し
て
、
私
自
身
の
生
き
方
・
暮
ら
し
方
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か…

…

な
の
だ
。

̶
 2019/09/23 

記 ̶
 

◉
思
想
の
迷
路
と
ジ
ャー

ナ
リ
ズ
ム
の
モ
ラ
ル 

﹇
十
六
﹈
抽
象
化
・
情
報
化
さ
れ
た
ド
グ
マ
に
よ
る
思
想
的
迷
路 

　
《
抽
象
化
・
情
報
化
さ
れ
た
ド
グ
マ
に
よ
る
思
想
的
迷
路
》 

　
こ
こ
の
冒
頭
で
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
理

論
的
指
導
者
カー

ル
・
カ
ウ
ツ
キー

（Karl Johann Kautsky/1854-

1938/

旧
オー

ス
ト
リ
ア
帝
国
出
身
）
が
『
い
か
に
し
て
世
界
大
戦
は
生

じ
た
の
か
』
と
い
う
論
考
に
お
い
て
「
資
本
主
義
と
い
う
の
は
抽
象
の
産

物
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ
は
数
多
く
の
個
別
現
象
の
観
察
を
通

し
て
意
識
の
中
に
作
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
の
だ
か
ら
。
（
中

略
）
・
・
抽
象
的
な
産
物
は
理
論
的
に
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
実
践
的
に
そ
う
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
」
と
記
し
て
い
る
こ
と

に
触
れ
て
い
る
。

　
そ
の
上
で
シ
ュ
タ
イ
ナー

は…
…

【
社
会
有
機
体
を
三
分
節
化
の
方
向

へ
駆
り
立
て
る
衝
動
に
と
っ
て
の
最
大
の
妨
害
者
は
、
抽
象
化
に
根
を
下

ろ
す
党
派
的
教
条
主
義
で
あ
る
。
（
中
略
）
も
ち
ろ
ん
人
生
を
観
察
し
形

成
す
る
上
で
、
抽
象
化
が
不
必
要
だ
と
言
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
大
切

な
の
は
、
抽
象
化
す
る
際
の
精
神
の
在
り
方
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
抽

象
化
す
る
と
き
、
「
特
定
の
社
会
機
能
を
担
っ
た
制
度
や
人
間
」
へ
の
ま

な
ざ
し
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
抽
象
化
は
人
生
を
理
解
す
る
た
め
の
道

具
で
あ
り
え
て
も
、
実
生
活
の
中
の
働
き
を
阻
止
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。
】
（p164-p165

）…
…

と
述
べ
る
。

　
　
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
、
カ
ウ
ツ
キー

の
「
資
本
主
義
と
い

う
の
は
抽
象
の
産
物
・
・
抽
象
的
な
産
物
は
理
論
的
に
克
服
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
実
践
的
に
そ
う
す
る
こ
と
は
不
可
能
」
と
の
言
葉
に
含

み
込
ま
れ
て
い
る
重
要
な
意
味
と
し
て
（
カ
ウ
ツ
キー

自
身
が
明
確
に
理
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解
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
）
、
単
に
資
本
主
義
社
会
の
実
践

的
克
服
に
向
け
た
課
題
を
提
起
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
思
想
と
い
う

概
念
的
思
考
に
よ
る
抽
象
化
そ
の
も
の
が
自
然
・
社
会
・
世
界
に
お
け
る

具
体
的
な
関
係
性
（
カ
ウ
ツ
キー

の
言
う
「
数
多
く
の
個
別
現
象
」
）
へ

の
「
ま
な
ざ
し
」
を
捨
象
し
た
非
現
実
的
な
思
想
的
迷
路
に
陥
る
危
う
さ

を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
。

　
こ
う
し
た
シ
ュ
タ
イ
ナー
の
指
摘
に
改
め
て
思
い
起
こ
す
の
は
、
先
に

《 

マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
観
念
と
し
て
の
唯
物
主
義
》
で
触
れ

た…
…

【
宗
教
、
家
族
、
国
家
、
法
律
、
道
徳
、
科
学
、
芸
術
等
々
は
、

生
産
の
特
殊
な
あ
り
方
に
す
ぎ
ず
、
生
産
の
一
般
的
法
則
に
服
す
る
】

（
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
（1844

）
』
（1964/

岩
波
文
庫
、

「
第
三
草
稿
　
私
有
財
産
と
共
産
主
義
」p132

）…
…

と
の
マ
ル
ク
ス

の
言
葉
に
機
械
的
に
依
拠
し
て
「
上
部
構
造
と
し
て
の
精
神
活
動
は
下
部

構
造
と
し
て
の
経
済
活
動
に
規
定
さ
れ
る
」
、
あ
る
い
は
、
《 
近
代
教

育
制
度
に
お
け
る
教
化
と
し
て
の
唯
物
主
義
》
で
触
れ
た…

…

近
代
の
国

家
主
義
的
教
育
観
に
幻
惑
さ
れ
て
「
教
育
と
は
社
会
に
有
用
な
人
材
育
成

で
あ
る
」
な
ど
と
す
る
安
直
な
ド
グ
マ
（
教
条
主
義
）
で
あ
り
、
そ
う
し

た
思
考
は
非
現
実
的
な
〈
抽
象
化
・
情
報
化
さ
れ
た
ド
グ
マ
に
よ
る
思
想

的
迷
路
〉
へ
と
転
落
し
て
い
る
。

　
石
牟
礼
道
子
が…

…

【
も
っ
と
も
や
わ
ら
か
な
情
念
の
世
界
に
生
ま
れ

育
ち
、
他
に
む
い
て
、
ひ
け
ら
か
し
て
語
る
文
化
的
用
語
を
持
た
ず
、
い

か
な
る
情
報
社
会
に
も
深
層
に
お
い
て
は
無
縁
に
暮
し
、
腐
り
は
て
て
い

る
こ
と
を
伝
統
的
純
血
と
思
い
こ
ん
で
い
る
ス
ペ
シ
ャ
ル
な
階
級
に
も
か

つ
て
所
属
し
た
こ
と
の
な
い
生
民
た
ち
が
ほ
ろ
び
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
、
退
化
し
き
っ
た
活
字
メ
デ
ィ
ア
な
ど
へ
の
信
仰
は
歴
代
に
わ
た
っ
て

存
在
せ
ず
、
次
な
る
世
紀
を
育
く
む
〈
言
霊
〉
の
る
つ
ぼ
が
、
静
か
に
湧

い
て
い
た
。
】
〔
『
苦
海
浄
土
・
全
三
部
』
（
藤
原
書
店/2016

）

p350-p351

〕…
…

と
語
る
よ
う
な
「
ひ
け
ら
か
し
て
語
る
文
化
的
用

語
」
「
退
化
し
き
っ
た
活
字
メ
デ
ィ
ア
」
と
は
、
事
実
と
し
て
「
生
民
た

ち
」
の
心
魂
に
湧
出
す
る
「
言
霊
の
る
つ
ぼ
」
を
切
り
捨
て
て
、
〈
抽
象

化
・
情
報
化
さ
れ
た
ド
グ
マ
に
よ
る
思
想
的
迷
路
〉
が
跋
扈
す
る
現
代
的

な
情
報
化
社
会
の
危
機
的
様
相
そ
の
も
の
だ
。

　
昨
年
（2019

年
）12

月
に
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
凶
弾
に
倒
れ
た
中
村

哲
が…

…

【
極
言
す
れ
ば
、
私
た
ち
の
「
技
術
文
明
」
そ
の
も
の
が
、
自

然
と
の
隔
壁
を
作
る
巨
大
な
営
み
で
あ
る
。
時
間
や
自
然
現
象
さ
え
支
配

下
に
置
け
る
よ
う
な
錯
覚
の
中
で
私
た
ち
は
暮
ら
し
て
い
る
。
か
つ
て
知

識
や
情
報
が
こ
れ
ほ
ど
楽
に
入
手
で
き
、
こ
れ
ほ
ど
素
早
く
移
動
で
き
る

時
代
は
な
か
っ
た
。
一
昔
前
の
状
態
を
思
う
と
隔
世
の
感
が
あ
る
。
だ

が
、
知
識
が
増
せ
ば
利
口
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
情
報
伝
達
や
交
通
手
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段
が
発
達
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
に
振
り
回
さ
れ
、
不

自
然
な
動
き
が
増
す
よ
う
に
思
わ
れ
て
仕
方
が
な
い
。
】
〔
『
天
、
共
に

在
り
』
（N

H
K

出
版/2013

）p241-p242

〕…
…

と
語
る
よ
う
な
「
時

間
や
自
然
現
象
さ
え
支
配
下
に
置
け
る
よ
う
な
錯
覚
」
と
い
う
の
も
、
現

代
的
な
情
報
化
社
会
に
お
け
る
〈
抽
象
化
・
情
報
化
さ
れ
た
ド
グ
マ
に
よ

る
思
想
的
迷
路
〉
へ
の
埋
没
に
他
な
ら
な
い
。

　
現
下
の
「
コ
ロ
ナ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
」
に
直
面
す
る
中
で
唱
え
ら
れ
る

「
自
粛
」
「
ソー

シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
」
「
新
し
い
生
活
様
式
」
と

い
っ
た
〝
合
言
葉
〞
の
内
に
も
、
う
っ
か
り
す
る
と
〝
コ
ロ
ナ
の
不
安
・

恐
怖
〞
や
〝
経
済
の
再
開
・
回
復
〞
に
煽
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
〈
抽
象
化
・

情
報
化
さ
れ
た
ド
グ
マ
に
よ
る
思
想
的
迷
路
〉
へ
と
誘
引
さ
れ
る
集
団
的

な
抑
圧
が
潜
ん
で
い
る
。

　
私
た
ち
の
命
と
健
康
を
維
持
す
る
た
め
に
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
必
要

不
可
欠
な
「
自
粛
」
「
ソー

シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
」
「
新
し
い
生
活
様

式
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
の
共
通
理
解
を
深
め
つ
つ
実
践
す

べ
き
だ
。
し
か
し
、
個
人
的
に
も
社
会
的
に
も
、
命
と
健
康
を
守
る
た
め

に
「
三
密
」
を
避
け
た
く
て
も
避
け
ら
れ
な
い
人
々
が
存
在
し
て
い
る
事

実
、
人
と
し
て
必
然
的
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
社
会
性
や
関
係
性
、
そ
し

て
、
経
済
的
・
社
会
的
な
支
援
・
援
助
の
必
要
性
な
ど
に
つ
い
て
目
を
向

け
る
こ
と
な
く…

…

感
染
者
家
族
や
医
療
関
係
者
へ
の
差
別
・
偏
見
、
あ

る
い
は
、
戦
中
の
「
非
国
民
」
扱
い
を
想
起
さ
せ
る
「
自
粛
警
察
」
の
出

現
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
ご
と
く…

…

「
自
粛
」
「
ソー

シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ

ン
ス
」
「
新
し
い
生
活
様
式
」
が
ド
グ
マ
化
（
教
条
主
義
化
）
さ
れ
た
道

徳
規
範
と
し
て
〝
一
人
歩
き
〞
す
る
こ
と
に
危
惧
を
感
じ
る
。
﹇
註
﹈ 

﹇
註
﹈
「
コ
ロ
ナ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
」
が
私
た
ち
の
社
会
的
な
あ
り
方
に
投
げ
か
け

て
い
る
課
題…

…

「
ウ
ィ
ズ
・
コ
ロ
ナ
（
コ
ロ
ナ
と
の
共
存
）
」
と
も
言
わ
れ
る

社
会
の
あ
り
方…

…

を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
先
の
ブ
ロ
グ
《
コ
ロ
ナ
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
の
〈
出
口
戦
略
〉
〜
社
会
構
造
の
根
本
的
変
革
に
向
け
て
》
で
触
れ
た

よ
う
に
〈
生
態
地
域
主
義
〉
や
〈
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
デ
ィ
テ
ス
タ
ン
ス
〉
と
い
っ
た

社
会
構
造
の
根
本
的
変
革
こ
そ
を
志
向
す
べ
き
で
あ
る
。 

　
内
山
節
が…

…

【
現
在
よ
く
語
ら
れ
て
い
る
感
染
防
止
か
経
済
か
と
い

う
議
論
は
、
現
実
に
問
わ
れ
て
い
る
問
題
の
核
心
を
突
い
て
い
な
い
。
大

事
な
こ
と
は
直
接
、
間
接
に
結
ば
れ
て
い
る
社
会
の
維
持
で
あ
り
、
感
染

防
止
も
経
済
も
核
心
的
な
目
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
社
会
を

維
持
す
る
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
配
慮
し
な
が
ら
も
、
人
々
の
営
み

を
守
り
合
う
こ
と
が
必
要
だ
。
】
（
東
京
新
聞/2020.6.28 

朝
刊
「
時

代
を
読
む
」
よ
り
抜
粋
）…

…

と
語
る
よ
う
に
、
い
つ
の
ま
に
か
「
感
染

防
止
」
や
「
経
済
成
長
」
が
目
的
そ
の
も
の
と
さ
れ
て
〈
抽
象
化
・
情
報

化
さ
れ
た
ド
グ
マ
に
よ
る
思
想
的
迷
路
〉
に
落
ち
込
ん
で
い
る
の
だ
。
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ま
た
、
福
岡
伸
一
に
よ
る…

…

【
長
い
時
間
軸
を
持
っ
て
、
リ
ス
ク
を

受
容
し
つ
つ
ウ
イ
ル
ス
と
の
動
的
平
衡
を
め
ざ
す
し
か
な
い
。 

ゆ
え

に
、
私
は
、
ウ
イ
ル
ス
を
、AI

や
デー

タ
サ
イ
エ
ン
ス
で
、
つ
ま
り
も
っ

と
も
端
的
な
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
、
ア
ン
ダー

・
コ
ン
ト
ロー

ル
に
置
こ
う

と
す
る
す
べ
て
の
試
み
に
反
対
す
る
。
そ
れ
は
自
身
の
動
的
な
生
命
を
、

つ
ま
り
も
っ
と
も
端
的
な
ピ
ュ
シ
ス
を
、
決
定
的
に
損
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
に
つ
な
が
る
。
】
（
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル/2020.6.17 

「
生
命
の
必

然
、
ロ
ゴ
ス
で
は
抵
抗
で
き
な
い
」
よ
り
抜
粋
）…

…

と
の
発
言
は
、
今

の
コ
ロ
ナ
禍
で
は
い
さ
さ
か
衝
撃
的
（
全
文
を
き
ち
ん
と
読
み
込
ま
な
い

と
〝
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
に
対
す
る
弱
者
切
り
捨
て
〞
と
誤
解
さ
れ
か
ね
な

い
）
内
容
で
あ
る
が
、
私
自
身
が
陥
っ
て
い
る
〈
抽
象
化
・
情
報
化
さ
れ

た
ド
グ
マ
に
よ
る
思
想
的
迷
路
〉
を
気
付
か
せ
て
く
れ
た
。

̶
 2020/06/29 

記 ̶
 

﹇
訳
者
に
よ
る
解
説
と
あ
と
が
き
﹈
か
ら 

﹇
十
七-

最
終
﹈
生
理
的
な
社
会
感
覚
を
身
に
つ
け
る
こ
と 

　
《
生
理
的
な
社
会
感
覚
を
身
に
つ
け
る
こ
と
》 

　
長
ら
く
書
き
続
け
て
い
る
〔
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナー

『
社
会
問
題

の
核
心
』
を
読
む
〕
は
、2017

年5

月
に
「
半
年
か
ら
一
年
位
は
か
か
る

か
も
し
れ
な
い
」
と
し
て
始
め
た
も
の
だ
が
、
様
々
な
私
的
あ
る
い
は
社

会
的
な
事
情
に
よ
り
、
そ
れ
か
ら
三
年
半
あ
ま
り
を
経
過
し
て
今
回
よ
う

や
く
そ
の
最
終
節
と
な
る
。

　
こ
の
間
、
日
本
や
世
界
の
社
会
状
況
へ
の
懸
念
と
不
安
は
、
最
近
の
コ

ロ
ナ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
錯
綜
化
・
複
雑

化
す
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
社
会
状
況
の
中
に
身
を
晒
し
つ

つ
、
そ
の
奥
底
に
横
た
わ
る
問
題
を
直
視
し
続
け
る
こ
と
が
、
今
の
私
た

ち
に
課
さ
れ
て
い
る
人
類
史
的
・
世
界
史
的
な
課
題
な
の
だ
と
思
い
定
め

る
日
々
で
あ
る
。

　
そ
の
様
な
思
い
の
中
で
本
書
﹇
訳
者
に
よ
る
解
説
と
あ
と
が
き
﹈
に
書

か
れ
て
い
る
高
橋
巌
氏
の
論
考
を
読
み
直
す
と…

…

【
ヨー

ロ
ッ
パ
社
会

は
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
資
本
主
義
的
市
場
経
済
へ
の
道
と
社
会
主
義
的

統
制
経
済
へ
の
道
の
二
つ
を
模
索
し
て
い
た
。
し
か
し
シ
ュ
タ
イ
ナー

は

そ
の
い
ず
れ
の
中
に
も
、
癌
細
胞
に
犯
さ
れ
て
い
る
病
ん
だ
社
会
生
命
体

の
末
期
的
症
状
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
】
（p174

）…
…

な
ど
と
の
明
解
な
指
摘
に
接
す
る
と
・
・
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
社
会
認
識
の

鋭
さ
と
と
と
も
に
・
・
高
橋
巌
氏
の
シ
ュ
タ
イ
ナー

理
解
の
的
確
さ
を
改

め
て
思
い
知
る
。
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こ
う
し
た
二
十
世
紀
当
初
に
お
け
る
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
社
会
へ
の
問
題

意
識
は
、
今
日
の
日
本
や
世
界
の
社
会
状
況
へ
の
懸
念
と
不
安
の
奥
底
に

あ
る
も
の
と
同
根
・
同
定
で
あ
る
。
今
を
生
き
る
私
た
ち
は
、
「
資
本
主

義
的
市
場
経
済
へ
の
道
」
と
「
社
会
主
義
的
統
制
経
済
へ
の
道
」
と
も
異

質
な
第
三
の
道
と
し
て
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
文
明
社
会
の
あ
り
方
を
見

透
す
べ
き
〝
瀬
戸
際
〞
に
来
て
い
る
の
だ
。

　
さ
ら
に
高
橋
巌
氏
は…

…
【
こ
の
人
間
の
尊
厳
へ
の
冒
浣
の
つ
ぐ
な
い

を
つ
け
る
に
は
、
社
会
を
三
分
節
化
し
て
、
精
神
生
活
、
法=

国
家
生

活
、
経
済
生
活
（
生
活
と
い
う
言
葉
で
シ
ユ
タ
イ
ナー

は
社
会
の
い
と
な

み
が
す
べ
て
生
命
体
の
有
機
的
活
動
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い

る
）
に
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
こ
の
三
分
節
化
の
立
場
に

立
っ
て
、
社
会
人
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
生
命
本
能
か
ら
、
あ
り
う
べ
か
ら

ざ
る
も
の
を
拒
否
し
、
必
要
な
も
の
を
追
求
す
る
た
め
の
方
法
を
提
示
す

る
本
書
の
全
体
は
、
社
会
理
論
と
い
う
よ
り
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナー
の
悲
痛

な
訴
え
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
、
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
わ
れ
わ

れ
は
今
、
生
理
的
と
も
い
う
べ
き
社
会
感
覚
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
、
社

会
は
限
り
な
く
悲
惨
な
方
向
へ
行
っ
て
し
ま
う
。
】
（p175

）…
…

と

の
印
象
的
な
言
葉
を
記
し
て
お
り
、
高
橋
氏
自
身
の
皮
膚
感
覚
の
様
に
し

て
備
わ
る
人
生
・
社
会
へ
の
認
識
の
深
さ
（
＝
愛
着
）
を
想
う
。

　
こ
の
高
橋
巌
氏
の
言
葉
に
あ
る
ご
と
く
、
本
書
は
・
・
理
論
的
に
固
定

化
さ
れ
た
社
会
論
と
し
て
で
は
な
く
・
・
何
よ
り
も
「
シ
ュ
タ
イ
ナー

の

悲
痛
な
訴
え
」
と
し
て
、
個
的
な
共
感
・
共
苦
の
う
ち
に
私
た
ち
自
身
の

「
生
理
的
と
も
い
う
べ
き
社
会
感
覚
」
を
培
う
論
考
と
し
て
読
み
解
く
と

き
、
初
め
て
そ
の
本
質
的
な
意
味
・
内
容
が
視
え
て
く
る
。

　
私
に
と
っ
て
、
高
橋
巌
氏
が
語
る
「
生
理
的
と
も
い
う
べ
き
社
会
感

覚
」
と
は…

【
私
た
ち
は
、
文
明
化
さ
れ
た
暮
ら
し
の
、
大
荒
れ
の
大
海

原
の
ま
っ
た
だ
中
を
生
き
て
い
ま
す
。
（
中
略
）
こ
の
難
事
に
満
ち
た
大

海
原
を
、
船
を
沈
め
ず
に
生
き
抜
き
、
い
ず
こ
と
も
知
れ
ぬ
港
に
行
き
着

く
た
め
に
推
測
航
法
し
か
な
い
と
し
た
ら
、
人
に
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能

な
、
と
て
つ
も
な
い
計
算
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
暮
ら
し
を
簡
素

に
し
、
問
題
を
少
な
く
し
な
け
れ
ば
、
と
っ
て
お
き
の
勘
も
働
か
せ
よ
う

が
あ
り
ま
せ
ん
。
】
〔
『
ウ
ォー

ル
デ
ン
　
森
の
生
活
（1854

）
』

（2004/

小
学
館
刊
）
「
第
二
章 

ど
こ
で
、
な
ん
の
た
め
に
暮
ら
し
た

か
」p114 -p116

〕…
…

と
記
す
よ
う
に
し
て
、19

世
紀
ア
メ
リ
カ
・

マ
サ
チ
ュー

セ
ッ
ツ
州
の
ウ
ォー

ル
デ
ン
池
畔
の
森
に
お
い
て
、
「
と
っ

て
お
き
の
勘
」
を
育
む
生
活
を
暮
ら
し
た
ヘ
ン
リー

・D

・
ソ
ロー

﹇
註

１
﹈
か
ら
感
受
す
る
時
代
や
社
会
へ
の
問
題
意
識
と
共
通
・
共
感
す
る
も

の
で
あ
る
。
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﹇
註
１
﹈
ヘ
ン
リー

・D

・
ソ
ロー

（1817-1862/

ア
メ
リ
カ
出
身
）
〜
マ
サ

チ
ュー
セ
ッ
ツ
州
ウ
ォー

ル
デ
ン
池
畔
の
森
の
中
に
丸
太
小
屋
を
建
て
て
、
二

年
余
り
の
自
給
自
足
の
生
活
を
送
る
。
『
ウ
ォー

ル
デ
ン 

森
の
生
活
（1854

年
）
』
は
、
そ
の
生
活
に
も
と
づ
く
記
録
的
作
品
と
し
て
今
日
で
も
読
み
継
が

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
披
瀝
・
展
開
さ
れ
る
言
葉
は
、
近
・
現
代
社
会
へ
の
秀
逸

な
文
明
批
評
で
も
あ
る
。

　
そ
の
私
自
身
の
共
通
・
共
感
は
、
む
ろ
ん
現
代
に
お
い
て
ヘ
ン
リー

・

D

・
ソ
ロー

の
よ
う
な
「
質
素
な
生
活
」
を
お
く
る
べ
き
だ
な
ど
と
い
う

想
い
で
は
な
く
・
・
文
明
・
歴
史
的
に
も
不
可
逆
な
こ
と
で
あ
る
・
・
自

然
・
動
植
物
と
共
に
あ
る
地
球
生
態
系
の
内
に
お
い
て
、
そ
の
偽
ら
ざ
る

生
命
本
能
に
依
拠
し
た
「
生
理
的
と
も
い
う
べ
き
社
会
感
覚
」
（
先
述
し

た
高
橋
巌
氏
の
言
葉
）
へ
の
切
実
な
憧
憬
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
私
自
身
の
「
生
理
的
と
も
い
う
べ
き
社
会
感
覚
」
は…

…

【
僕
が
屋
久
島
の
廃
村
に
入
り
、
こ
こ
に
自
分
た
ち
の
生
き
方
を
形
づ
く

ろ
う
と
意
図
し
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
現
代
文
明
の
こ
の
よ
う
な
方
向

で
は
な
い
も
う
ひ
と
つ
の
文
化
を
、
自
分
の
内
に
も
っ
と
大
切
に
し
た
い

と
い
う
自
然
の
欲
求
か
ら
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
現
代
文
明
が
病
ん
で
い

る
こ
と
は
、
多
く
の
口
が
指
摘
す
る
が
、
そ
の
否
定
に
対
す
る
代
案
、
オ

ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
提
出
す
る
者
は
少
な
い
。
自
身
が
文
明
の
毒
素
に
浸
り

な
が
ら
毒
だ
毒
だ
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
を
消
す
新
し
い
毒
が
発
見
さ
れ
る

く
ら
い
が
落
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
】
〔
『
聖
老
人
』
（1981/

め
る
く

まー

る
社
刊
）
「
も
う
ひ
と
つ
の
文
化
」p83-p84

〕…
…

と
の
率
直
な

語
り
口
に
よ
り
、
私
が
敬
愛
す
る
山
尾
三
省
﹇
註
２
﹈
に
𠮟
咤
激
励
さ
れ

る
よ
う
に
し
て
、
単
な
る
私
的
な
憧
憬
か
ら
未
来
社
会
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ヴ
な
可
能
性
へ
と
飛
翔
し
て
い
く
。

﹇
註
２
﹈
山
尾
三
省
（1938-2001/

東
京
・
神
田
出
身
）
〜1960

年
安
保
闘

争
の
時
代
を
経
て
「
部
族
」
と
称
す
る
コ
ミ
ュー

ン
活
動
を
起
こ
し
は
じ
め
、

1973

年
に
は
家
族
と
共
に
一
年
に
わ
た
る
イ
ン
ド
・
ネ
パー

ル
の
聖
地
巡
礼
へ

の
旅
に
出
る
。1977

年
に
な
る
と
屋
久
島
の
廃
村
（
白
川
山-

し
ら
こ
や
ま
）
に

家
族
と
共
に
移
住
し
、
そ
の
村
里
で
終
生
暮
ら
し
続
け
る
中
で
、
大
地
を
耕
し

作
物
を
育
て
な
が
ら
自
ら
の
思
索
と
信
仰
を
育
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
日
々
の
暮

ら
し
に
根
ざ
し
た
身
近
な
言
葉
で
綴
ら
れ
た
詩
文
か
ら
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な

宗
教
性
と
故
郷
性
（
山
尾
三
省
自
身
の
言
葉
）
に
溢
れ
た
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
世

界
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。

　
「
資
本
主
義
的
市
場
経
済
へ
の
道
」
と
「
社
会
主
義
的
統
制
経
済
へ
の

道
」
と
も
異
質
な
第
三
の
道
と
し
て
の
〈
未
来
社
会
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ

な
可
能
性
〉
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

が
模
索
・
提
起
し
て
い
る
〈
社
会
有
機

体
三
分
節
化
〉
に
つ
い
て
、
私
た
ち
自
身
が
置
か
れ
て
い
る
現
代
社
会
へ

の
真
摯
な
状
況
認
識
・
・
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
う
「
状
況
瞑
想
」
・
・
の

も
と
、
そ
の
〈
社
会
有
機
体
三
分
節
化
〉
の
意
識
化
と
具
現
化
を
目
指
す

私
た
ち
自
ら
の
内
に
芽
生
え
育
っ
て
い
く
も
の
だ
。
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そ
の
〈
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
可
能
性
〉
の
萌
芽
は
、
最
近
に
な
っ
て

色
々
な
形
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
〈
ベー

シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
〉
の
実
現

に
つ
い
て
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

が
言
う
〈
社
会
有
機
体
三
分
節
化
〉
の
根
幹

を
な
す
も
の
と
し
て
・
・
現
行
〝
社
会
保
障
制
度
〞
の
財
源
カ
ッ
ト
を
目

論
む
よ
う
な
単
な
る
代
替
え
措
置
と
し
て
で
は
な
く
・
・
私
た
ち
自
身
の

社
会
意
識
と
今
日
の
文
明
社
会
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
変
容
し
て
い
く
現

実
的
な
筋
道
と
し
て
、
本
気
で
取
り
組
む
こ
と
で
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。 

　
こ
の
「
私
た
ち
自
身
の
社
会
意
識
と
今
日
の
文
明
社
会
の
あ
り
方
そ
の

も
の
を
変
容
し
て
い
く
現
実
的
な
筋
道
」
と
し
て
の
〈
ベー

シ
ッ
ク
イ
ン

カ
ム
〉
と
は
、
私
が
考
え
る
に
端
的
に
言
え
ば
「
全
て
の
人
々
の
経
済
生

活
を
保
障
す
る
生
計
維
持
費
の
国
家
と
し
て
の
無
条
件
給
付
」
に
他
な
ら

な
い
。 

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
様
々
な
異
論
・
困
難
が
あ
る
こ
と
は

重
々
承
知
の
上
な
の
だ
が
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
こ
う
し
た
〈
ベー

シ
ッ
ク

イ
ン
カ
ム
〉
が
「
私
た
ち
自
身
の
社
会
意
識
と
今
日
の
文
明
社
会
の
あ
り

方
そ
の
も
の
を
変
容
」
し
て
い
く
社
会
的
な
推
進
力
（
＝
梃
子
）
と
し
て

有
機
的
に
働
く
の
だ
。 

　
石
牟
礼
道
子
に
よ
る…

…

【
一
国
の
文
明
の
解
体
と
創
成
が
、
い
ま
生

ま
れ
つ
つ
あ
る
瞬
間
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
絶
滅
と
創
成
と
が

同
時
に
来
た
。
力
関
係
で
ど
ち
ら
に
向
い
て
い
く
か
。
絶
滅
す
る
に
し
て

も
、
一
種
、
純
情
可
憐
な
他
者
の
こ
と
を
思
い
や
る
心
で
結
ば
れ
て
い
く

部
分
を
抱
き
な
が
ら
、
絶
滅
す
る
な
ら
い
っ
し
ょ
に
絶
滅
し
て
も
い
い
な

と
い
う
気
が
し
ま
す
。
純
度
の
高
い
徳
義
み
た
い
な
も
の
を
抱
き
な
が

ら
、
心
の
手
を
取
り
合
っ
て
死
ぬ
こ
と
が
で
き
た
ら
、
そ
れ
も
い
い
か
な

と
。
生
命
の
世
界
も
有
限
で
す
か
ら
。
】
〔
『
花
の
億
土
へ
』
（2014/

藤
原
書
店
刊
）
「
毒
死
列
島/2011.7.9

」p124

〕…
…

と
の
言
葉
を
想

起
し
た
い
。

　
私
に
と
っ
て
「
私
た
ち
自
身
の
社
会
意
識
と
今
日
の
文
明
社
会
の
あ
り

方
そ
の
も
の
を
変
容
」
し
て
い
く
〈
ベー

シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
〉
と
は
、
こ

こ
で
石
牟
礼
道
子
が
渾
身
の
想
い
で
語
る
「
純
度
の
高
い
徳
義
」
の
社
会

的
な
意
識
化
で
あ
り
具
現
化
な
の
だ
。
こ
う
し
た
言
い
様
は
、
あ
ま
り
に

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
過
ぎ
て
社
会
論
と
し
て
非
現
実
的
と
の
誹
り
を
受
け
る

こ
と
だ
ろ
う
。 

　
し
か
し
、
私
が
「
純
度
の
高
い
徳
義
」
と
し
て
構
想
す
る
〈
ベー

シ
ッ

ク
イ
ン
カ
ム
〉
は…

…

【
宇
宙
か
ら
見
た
ら
日
本
列
島
が
見
え
た
と
、
こ

の
ご
ろ
言
っ
て
い
る
。
東
京
あ
た
り
に
は
あ
か
り
が
い
っ
ぱ
い
つ
い
て
い

る
。
そ
れ
で
日
本
列
島
だ
と
わ
か
る
と
い
う
。
そ
う
い
う
日
本
で
は
な
く
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て
、
一
輪
の
花
が
ぼ
う
っ
と
見
え
て
い
る
草
々
の
小
径
、
そ
の
花
あ
か
り

で
す
。
花
で
あ
る
よ
う
な
星
で
あ
る
よ
う
な
。
人
間
の
苦
労
を
象
徴
す
る

よ
う
な
あ
か
り
で
す
、
人
間
と
い
う
よ
り
も
生
命
で
す
。
生
命
た
ち
の
中

の
生
命
が
あ
か
り
に
な
っ
て
い
る
。
重
い
荷
を
担
い
で
、
背
中
に
乗
せ
ら

れ
て
、
ほ
の
あ
か
り
の
中
、
遠
い
遠
い
と
こ
ろ
へ
い
く
野
道
が
見
え
て
い

る
。 

そ
う
い
う
闇
で
す
。
真
っ
暗
で
は
な
く
て
。
そ
う
い
う
の
を
見
た
い

と
い
う
の
が
私
の
希
望
で
す
。
】
〔
『
花
の
億
土
へ
』
（2014/

藤
原
書

店
刊
）
「
花
あ
か
り/2011.9.19-10.9

」p230

〕…
…

と
石
牟
礼
道
子

が
語
る
「
人
間
の
苦
労
を
象
徴
す
る
よ
う
な
あ
か
り
」
で
あ
り
、
絶
望
の

内
に
あ
っ
て
の
社
会
的
意
志
と
し
の
「
希
望
」
な
の
だ
。 

〜
完
〜 

̶
 2020/11/12 
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