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チ
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筑

戸M与す・

額
こ
の
本
を
読
も
う
と
す
る
あ
な
たへ

あ
な
た
は 、
今
ま
で
に
青
年
心
理
学
の
本
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
か 。
大
学
の
授
業
で
勉
強
し
た
人
も
い
る
で
し

ょ
う 。
自
分
自
身
の
こ
と
を
もっ
と
知
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら 、
手
に
とっ
て
読
ん
だ
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。

あ
な
た
は 、
そ
の
本
を
読
ん
で
ど
の
よ
う
な
感
想
を
持
ち
ま
し
た
か 。
「
何
だ
か 、
も
う一
つ
も
の
足
り
な
い」
と
感
じ

た
人
も 、
お
そ
ら
く
多い
の
で
は
な
い
か
と
思い
ま
す。
そ
れ
は
い
っ
た
い 、
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か 。

街
の
書
店
に
は 、
青
年
心
理
学
の
本
が
た
く
さ
ん
並べ
て
あ
り
ま
す。
そ
れ
ら
の
本
の
多
く
は、
大
学
の
テ
キ
ス
ト
と

し
て
使
わ
れ
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
す。
で
す
か
ら 、
従
来
の
青
年
心
理
学
の
研
究
か
ら
明
ら
か
に
なっ
た
知
識
を

主
に
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す。
と
も
す
れ
ば一
般
化
さ
れ
た
事
実
の
紹
介
が
中
心
に
な
り
ま
す。
そ
の
た
め
に 、
一
人
ひ

と
り
の
青
年
の
心
情
と
は
か
け
離
れ
た
記
述
に
なっ
て
し
ま
い
が
ち
で
す。
あ
な
た
が
青
年
心
理
学
の
本
を
読
ん
だ
時
に 、

「
自
分
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
な
い
よ
う
で 、
何
か一
つ
食い
足
り
な
い」
と
い
う
印
象
を
もっ
た
と
し
た
ら 、
そ
れ
は

きっ
と
こ
の
せ
い
だ
と
思
い
ま
す。

3 



4 

と
こ
ろ
で 、

あ
な
た
が
手
に
と
っ
て
読
も
う
と
し
て
い
る
こ
の
本
も 、

テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
を
主
な
目
的

と
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す 。

し
か
し 、

私
た
ち
は 、

こ
れ
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
青
年
心
理
学
の
本
と
は
ち
が
う
も
の
を
作

り
た
い
と
思
い
ま
し
た 。

そ
の
た
め
に 、

私
た
ち
は
こ
の
本
を
つ
く
る
準
備
段
階
で 、

何
度
か
話
し
合
い
の
機
会
を
も
ち 、

今
の
大
学
生
や
青
年
に
つ
い
て
お
互
い
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
出
し
合
い
ま
し
た 。

こ
の
本
は 、

そ
の
よ
う
な
話
し
合
い

を
も
と
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す Q

私
た
ち
は
こ
の
本
を
通
じ
て 、

青
年
心
理
学
の
知
識
を
伝
え
る
よ
り
も 、

む
し
ろ 、

私
た
ち
が
日
ご
ろ
考
え
て
い
る
こ

と
が
ら
を
そ
の
ま
ま
ス
ト
レ
ー
ト

に
出
し 、

青
年
問
題
に
つ
い
て
青
年
に
直
接
語
り
か
け
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た 。

青

年
を
理
解
す
る
た
め
に
は 、

こ
れ
ま
で
の
青
年
心
理
学
の
学
問
成
果
を
学
ぶ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
た
い
せ
つ
で
す 。

し
か
し 、

そ
れ
以
上
に
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
だ
い
じ
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す 。

で
す
か
ら 、

こ
の
本
を
読
ん
で 、

大
学
の
先
生
や
仲
間
と
い
っ
し
ょ

に
話
し
合
い
な
が
ら 、

自
分
た
ち
で
問
題
を
深
め

て
い
っ
て
ほ
し
い
の
で
す 。

こ
の
本
が 、

そ
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
こ
と
を
私
た
ち
は
望
ん
で
い
ま
す 。

物
社
会
の
発
展
と
と
も
に
誕
生
し
た
青
年

こ
れ
ま
で 、

心
理
学
で
は
青
年
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
と
形
容
し
て
き
ま
し
た 。

例
え
ば 、

の
誕
生
あ
る
い
は
疾
風
怒
涛
時
代
な
ど 。

そ
こ
で
は
青
年
は
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
の
過
渡
期
に
あ
り 、

子
ど
も
や
大
人
の

ど
ち
ら
の
集
団
に
も
属
さ
な
い
不
安
定
な
存
在
と
し
て
見
ら
れ
て
き
ま
し
た 。

し
か
し
そ
れ
と
同
時
に 、

そ
の
発
達
的
な

マ
ー

ジ
ナ
ル
・
マ
γ 、

第



過
程
に
お
い
て 、

青
年
は
自
己
を
確
立
す
る
と
と
も
に 、

既
成
の
社
会
や
文
化
へ
批
判
の
目
を
向
け 、

新
し
い
時
代
を
創

造
し
て
い
く

大
き
な
可
能
性
を
秘
め
た
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た 。

と
こ
ろ
で 、

青
年
は
い
つ
の
時
代
に
も
い
た
の
で
し
ょ
う
か 。

マ
l
ガ
レ
y
ト
・
ミ
l
ド

が
サ
モ
ア
諸
島
に
調
査
に
出

か
け
て
行
っ
て 、

そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
資
本
主
義
社
会
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
青
年
期
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
よ
う
に 、

青
年
は
社
会
の
産
業
発
展
の
歴
史
と
と
も
に
世
の
中
に
誕
生
し
て
き
ま
し
た 。

し
た
が
っ
て 、

青
年
と
い
う

存
在
は 、

そ
の
歴
史
性
を
抜
き
に
し
て
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す 。

青
年
が
こ
の
社
会
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ

た
初
期
に
は 、

青
年
期
を
過
ご
す
こ
と
の
で
き
る
の
は 、

ご
く
限
ら
れ
た

序章私たちのア プ ロ ーチ

階
層
の
人
々
だ
け
で
し
た 。

そ
の
意
味
で
は 、

青
年
は
社
会
の
エ
リ
ー
ト

的
な
存
在
で
し
た
し 、

彼
ら
は
比
較
的
同
じ
よ

う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
ま
す 。

し
た
が
っ
て 、

青
年
の
様
子
を
記
述
す
る
の
も 、

そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は

な
か
っ
た
わ
け
で
す 。

し
か
し 、

産
業
が
発
展
し 、

社
会
が
豊
か
に
な
る
に
つ
れ
て 、

青
年
期
も
広
範
で
一

般
的
な
も
の
に
な
っ
て
き
ま
し
た 。

現
代
の
日
本
を
例
に
と
っ
て
み
れ
ば 、

ご
く
大
雑
把
に
中
学
生 、

高
校
生 、

大
学
生
を
青
年
と
し
て
考
え
て
み
る
と 、

そ

の
人
数
が
い
か
に
多
く 、

か
っ
そ
の
時
期
も
か
な
り
長
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す 。

ま
た
こ
の
よ
う
な
学
生

青
年
だ
け
で
な
く 、

労
働
青
年
も
い
る
わ
け
で
す
か
ら 、

青
年
期
の
過
ご
し
か
た
そ
の
も
の
も 、

か
な
り
多
様
な
も
の
に

な
っ
て
き
て
い
ま
す 。

同
じ
世
代
な
の
に 、

青
年
が
ま
る
で
バ
ラ
バ
ラ
な
印
象
を
受
け
る
の
も 、

現
代
の
特
徴
な
の
か
も

う

し
れ
ま
せ
ん 。

や
は
り 、

青
年
は
時
代
を
映
す
鏡
な
の
で
す 。



6 

務
青
年
は
理
解
で
き
な
い
存
在
か

た
し
か
に 、

青
年
よ
り

年
齢
が
上
の 、

大
人
世
代
か
ら
み
る
と 、

青
年
が
何
か
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
存
在
の
よ
う
に

見
え
る
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う 。

大
人
自
身
が
青
年
の
フ
ア
y

シ
ョ

γ
感
覚 、

発
想
な
ど
に
追
い
つ
い
て
い
け
な
い
部

分
も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。

今 、

盛
ん
に
「
新
人
類」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す 。

こ
の
言
葉
の
な
か
に
は 、

大
人
世
代
か
ら
見
て
青
年
は
自
分
た
ち
と
は
ち
が
う

存
在
で
あ
る 、

青
年
の
こ
と
が
理
解
で
き
な
い
と
い
う
意
味
が
大
き

く
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す 。

一

方 、

心
理
学
の
研
究
者
の
あ
い
だ
で
は 、

今
ま
で
の
研
究
の
枠
組
み
で
は
青
年
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
声
が
強
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す 。

例
え
ば 、

青
年
期
の
範
囲
に
つ
い
て
も 、

心
理
学
辞
典
で
は
一
二 、
三
歳
か
ら
二
二 、

三
歳
ご
ろ
ま
で
の
時
期
を
さ
す
と
な
っ
て
い
ま
す
が 、

学
者
の
な
か
に
は
三
O
歳
ご
ろ
ま
で
を
青
年
期
だ
と
主
張
す
る
人

も
い
ま
す 。

ま
た 、

青
年
期
を
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
の
移
行
期
と
と
ら
え
る
従
来
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る

学
者
も
出
て
き
て
い
ま
す 。

そ
れ
に
加
え
て 、

最
近
は
「
シ
γ
ド
ロ
l
ム
」

ば
や
り
で 、

何
か
あ
る
と
や
た
ら
に
「
シ
ン

ド
ロ
ー

ム
」

と
い
う

言
葉
を
つ
け
て
青
年
の
こ
と
を
わ
か
っ

た
よ
う
な
気
に
な
る
傾
向
も
あ
り
ま
す 。

こ
の
よ
う
な
現
在

の
状
態
は 、

青
年
心
理
学
が
青
年
を
と
ら
え
き
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
で
も
い
え
る
で
し
ょ
う
か 。

サ
γ
H

テ
グ
ジ
ュ

ベ
リ
の
『
星
の
王
子
さ
ま
』
の
は
し
が
き
に
あ
る
言
葉
を
少
し
も
じ
っ
て
い
え
ば 、
「
大
人
は 、

少
し

前
ま
で
は
青
年
だ
っ

た 。
し
か
し 、

そ
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に
い
る
大
人
は
い
く
ら
も
い
な
い

。
」

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で

い
く
ら
時
代
が
変
わ
っ

た
か
ら
と
い
っ
て 、

青
年
が
理
解
で
き
な
く

し
よ
う 。

か
つ
て
大
人
は
青
年
だ
っ

た
の
で
す
し 、



な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す 。

最
初
か
ら 、
「
今
の
青
年
は
理
解
で
き
な
い
」

と
諦
め
る
こ
と
は 、

青
年
の
秘

め
て
い
る
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す 。

綴
青
年
と
大
人
は
同
じ
時
代
を
生
き
否
仲
間
同
士

序章私たち の アプローチ

現
代
と
い
う
時
代
は
と
て
も
複
雑
な
時
代
で
す 。

不
況
や
イ
ソ
フ
レ
が
続
き 、

と
て
も
暮
ら
し
に
く
い
世
の
な
か
に
な

っ
て
い
ま
す 。

青
年
の
失
業
率
は
六
%
近
く
に
ま
で
達
し 、

戦
後
最
高
の
失
業
者
が
街
に
あ
ふ
れ
で
い
ま
す 。

そ
の
点
で

は
大
人
も
同
じ
で
す 。

日
進
月
歩
の
技
術
革
新
や
円
高
不
況
下
の
経
営
合
理
化
な
ど
に
よ
る
配
転
・

出
向 、

首
切
り
が
日

常
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す 。

高
齢
者
に
な
る
ほ
ど 、

再
就
職
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す 。

青
年
も
大
人
も
こ
の
よ
う
な
時
代
の
な
か
で 、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
か
か
え
て
悩
ん
で
い
ま
す 。

自
分
の
人
生
の
先
行

き
ゃ 、

日
本
の
将
来
に
た
い
し
て
不
安
を
感
じ
た
り 、

見
通
し
を
持
て
な
い
人
が
多
い
こ
と
に
も 、

そ
れ
は
あ
ら
わ
れ
て

い
ま
す 。

先
ほ
ど 、

青
年
心
理
学
が
青
年
を
と
ら
え
き
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
書
き
ま
し
た 。

そ
れ
は 、

学
問
と
し
て
の
レ
ベ
ル

の
問
題
も
あ
り
ま
す
が 、

大
人
世
代
が
自
分
た
ち
の
生
き
方
に
確
信
を
も
ち
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て

7 

い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す 。

青
年
も
私
た
ち
大
人
も 、

現
代
と
い
う
同
じ
時
代
を
生
き
て
い
ま
す 。

仲
間
同
士
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う 。

同
じ
悩
み

を
か
か
え
て
い
る
か
ら
こ
そ 、

青
年
と
大
人
は
連
帯
で
き
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す 。



8 

務
青
年
は
豊
か
に
なっ
た
か

街
に
は
物
が
あ
ふ
れ 、

お
金
さ
え
出
せ
ば 、

何
で
も
買
う
こ
と
の
で
き
る
の
が
現
代
と
い
う
時
代
で
す 。

の
大
学
生
の

下
宿
生
活
に
は

貧
乏
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
あ
り
ま
し
た 。

し
か
し 、

今
の
大
学
生
は
リ
ッ

チ
で 、

ス
テ
レ

オ 、

テ
レ
ピ
な
ど
の
電
化
製
品
を
持
っ
て
い
る
の
は
当
然
で 、

外
国
旅
行
に
出
か
け
る
学
生
も
少
な
く
な
い
と
聞
き
ま
す 。

み
な
さ
ん
が
学
生
生
活
を
エ
ン
ジ
ョ

イ
で
き
る
の
も 、

今
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
で
す 。

一
品
旦
別
ま
で

た
し
か
に、

物
質
的
な
面
に
お
い
て
は 、

今
の
青
年
は
恵
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う 。

大
学
を
卒
業
し
て
も
定

職
を
持
た
ず 、

自
分
の
好
き
な
ア
ル
バ
イ
ト

的
な
仕
事
を
し
て
生
活
費
を
稼
ぐ

青
年
も
い
る
よ
う
で
す 。

し
か
し 、

も
う

一

方
で
は 、

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
が
薄
れ 、

精
神
的
に
孤
立
し
て
い
る
青
年
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん 。

ま
た 、

現
代
は
戦
後
に
お
け
る
第
三
次
宗
教
ブ
l

ム
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が 、

青
年
の
な
か
に
も
宗
教
や
霊
的
な
存
在
を

信
じ
る
人
が
結
構
多
い
よ
う
で
す 。

星
占
い
や
血
液
型
占
い
な
ど
も 、

た
い
へ
ん
流
行
し
て
い
ま
す 。

そ
の
根
底
に
は 、

自
分
自
身
を
知
り
た
い
と
い
う

青
年
ら
し
い
欲
求
が
あ
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す 。

し
か
し 、

そ
れ
と
と
も
に、

先
行
き
の

は
っ
き
り
し
な
い
社
会
に
暮
ら
し
て
い
て 、

自
分
で
は
明
確
な
判
断
が
で
き
な
い
の
で
他
人
に
そ
れ
を
委
ね
た
り 、

精
神

的
な
孤
立
感
か
ら
何
か
に
す
が
っ
て
生
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す 。

い
ず
れ
に
せ
よ 、

物
に
恵
ま
れ
て
一

見
し
た
と
こ
ろ
豊
か
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
よ
う
で
い
て 、

実
際
に
は
貧
し
い
生

活
を
送
っ
て
い
る
青
年
や
大
人
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。



観
社
会
の
主
人
公
と
し
て
の
青
年
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青
年
は
社
会
の
発
展
と
と
も
に
誕
生
し
ま
し
た
が 、

逆
に 、

新
し
い
社
会
を
作
っ
て
い
く
こ
と
は
青
年
の
役
目
で
す 。

古
い
時
代
か
ら 、
「
今
ど
き
の
若
い
も
の
は
：
：
：

」

と
言
わ
れ
な
が
ら
も 、

青
年
は

社
会
の
発
展
に
大
き
く

貢
献
し
て
き

ま
し
た 。

例
え
ば 、

明
治
維
新
で
中
心
的
な
働
き
を
し
た
人
々
は 、

時
の
青
年
で
し
た 。

青
年
は
時
代
の
変
化
に
敏
感
で

す
し 、

ま
た
時
代
の
流
れ
を
作
り

上
げ
る
中
心
的
な
働
き
を
担
っ
て
き
た
の
で
す 。

し
か
し
な
が
ら 、

現
代
は
と
て
も
複
雑
で 、
一

筋
縄
で
は
行
か
な
い
社
会
で
す 。

青
年
一

人
ひ
と
り
か
ら
す
る
と 、

自

分
自
身
を
巨
大
な
機
械
の
歯
車
の
一
つ
に
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。

政
治
や
社
会
の
こ
と
に
関
心
を
示
さ

な
い
青
年
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん 。

国
政
選
挙
な
ど
で
の

青
年
の
投
票
率
が
概
し
て

低
い
の
は 、
「
ど
う
せ
俺
一

人
投
票

し
な
く
た
っ
て 、

世
の
中
が
変
わ
る
わ
け
な
い
さ
」

と
い
う
気
持
ち
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か 。

し
か
し 、

そ
の
行
為
は
大

切
な
自
分
の
選
挙
権
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
り 、

主
権
者
と
し
て
の
存
在
を
自
ら
否
定
す
る
こ
と
な
の
で
す 。

今
の
世
の
中
を
支
え
て
い
る
の
は 、

私
た
ち
国
民
一

人
ひ
と
り
の
力
で
す 。

現
代
は 、

青
年
に
か
ぎ
り
な
い
可
能
性
を

与
え
て
く
れ
る
社
会
で
す 。

し
か
し 、

そ
の
可
能
性
が
花
聞
く
に
は 、

な
に
よ
り
も
ま
ず
青
年
自
身
が
主
権
者
と
し
て
の

自
己
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す 。

私
た
ち
大
人
世
代
は 、

青
年
が
自
ら
の
人
生
の
主
人
公
と
し
て 、

そ
し
て

社
会
の
主
人
公
と
し
て
成
長
し
て
い
く
こ
と
を
も
願
っ
て
い
る
し 、

ま
た
私
た
ち
も
青
年
と
と
も
に
歩
ん
で
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
わ
け
で
す 。

9 
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捌脇
本
書
の
構
成

一

章
か
ら
七
章
ま
で
の
本
文
で
は 、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら 、

今
の
青
年
や
彼
ら
を
と
り
ま
く
問
題
に
つ
い
て
考
え
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す 。

一

章
で
は 、

明
治
時
代
か
ら
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
り 、

わ
が
国
に
お
け
る
青
年
期
の
誕
生
の
過
程
や 、

自
我
形
成
の
問

題
を
歴
史
的
な
観
点
か
ら
考
え
ま
す 。

二
章
で
は 、

現
代
の
青
年
に
お
け
る
自
己
形
成
に
つ
い
て 、

彼
ら
の
持
っ
て
い
る
価
値
観
や
生
き
方
の
問
題
と
も
絡
み

あ
わ
せ
な
が
ら
考
え
ま
す 。

三
章
で
は 、

身
体
発
達
を
軸
に
し
な
が
ら 、

人
間
関
係
や
愛 、

人
格
発
達
の
契
機
と
い
う
点
か
ら
性
の
問
題
を
考
え
て

い
き
ま
す 。

四
章
で
は 、

学
校
だ
け
の
狭
い
枠
の
な
か
だ
け
で
な
く 、

現
代
と
い
う

情
報
・

消
費
文
化
社
会
の
な
か
で
の 、

学
ぶ
と

い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す 。

五
章
で
は 、

死
と
い
う
問
題
を
真
正
面
に
す
え
な
が
ら 、

生
き
る
こ
と
の
意
味
や
生
き
が
い
に
つ
い
て
考
え
ま
す 。

六
章
で
は 、

今
日
に
お
け
る
大
学
生
の
就
職
問
題
を
手
が
か
り
に 、

働
く
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す 。

七
章
で
は 、

世
界
的
な
規
模
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
平
和
の
問
題
を
と
り
あ
げ 、

解
決
の
方
向
を
い
っ
し
ょ

に
考
え
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す 。

ま
た 、

青
年
問
題
を
考
え
る
た
め
の
資
料
集
を
巻
末
に
い
れ
た
の
で
活
用
し
て
く
だ
さ
い 。



以
上 、
私
た
ち
は
こ
の
本
を
通
じ
て 、
多
く
の
青
年
の
み
な
さ
ん
と
対
話
す
る
こ
と
が
で
き 、
共
通
の
問
題
を
考
え
る

こ
と
に
よっ
て 、
青
年
と
大
人
と
の
理
解
を
深
め 、
そ
し
て
と
も
に
成
長
し
て
い
く

礎
を
築
くこ
と
が
で
き
る
こ
と
を
願

っ
て
い
ま
す 。
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第
Z

章

歴
史
の
な
か
の
青
年

中
川
作

青
年
期
の
成
立

務
ま
だ
特
権
的
な
寄
生
青
年

『
当
世
書
生
気
質』
（
坪
内
池
透〉
「
第
三
回
」

の
冒
頭
に 、
「
年
の
頃
二
十
二
三
の

書
生
風」

の
倉
瀬
が 、
「
荒
々
し
く」

あるじ

友
だ
ち
の
下
宿
先
の
部
屋
に
上
が
り
こ
ん
で 、

主
の
帰
り
を
待
つ
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す 。

折
し
も
下
よ
り

登
り

来
る
は 、

白
地
の
浴
衣
に
兵
児
帯
を
締
た
る 、

即
ち
此
居
間
の
主
人
に
て 、

守
山
友
芳
と
い
ふ

おちAV－－

静
岡
県
士
族 。

年
の
頃
は
倉
瀬
と
大
概
お
な
じ
程
と
思
は
る
れ
ど 、

何
と
な
く

威
儀
あ
り
て 、

何
処
と
な
く

沈
着
た
る

か

は 、

家
庭
鞠
育
の
方
法
の 、

そ
の
宜
し
き
を
得
た
り
し
に
依
る
殿 、

は
た
天
然
の
性
に
成
る
か
と 、

推
理
家
が
見
た
な

ら
ば 、
一

寸
頭
を
右
左
に
も
た
げ
さ
う
な
る
人
物
な
り 。

彼
は
自
分
の
部
屋
に
友
だ
ち
が
い
て 、

勝
手
に
煙
草
を
ふ
か
し
て
い
る
の
を
見
て 、
「
オ
ヤ
倉
瀬 、

い
つ
の
間
に
き
た

ど
ふんりん

の
だ 。
」
と
い
い
ま
す
が 、

別
に
驚
い
た
様
子
も
な
く 、
n

お
願
い
の
筋u

の
入
り

混
っ

た
「
御
責
臨」
（
来
訪〉

の
挨
拶
に

13 
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も
顔
色
を
か
え
ず 、
と
も
あ
れ
客
を
も
て
な
そ
う
と
小
間
使い
を
呼
び
ま
す。
と
こ
ろ
が 、
「ハ
イ」
と
答
え
て
は
いつ

とおんな

て
く
る
「
小
牌」
は 、
彼
ら
学
生
た
ち
と
は
反
対
に 、
あ
の
「
赤
と
ん
ぼ」
の
姐
や
の
よ
う
に
や
は
り

青
年
期

w
不
在u

の
人
物
な
の
で
す。
も
う

す
こ
し
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う 。

「
然
か 。
丁
度う
ち
に
ゐ
て
よ
かっ
た 。」

ト
い
ひ
な
が
ら
手
をハ
タハ
タ
と
う
ち
鳴
ら
せ
ば 、
「ハ
イ」の
返
辞
の
声

と
共
に 、
二
階
口
か
ら
顔
を
い
だ
す
は 、
此
下
宿
屋の
小
牌
と
見
え
て 、
十
三
四
歳の
小
娘
な
り 。
守山「

オ
イ
お
茶
を

持っ
て
来い 。
そ
し
て
是
で 、
何
か
餅
菓
子
を。」

ト
十
銭
の
紙
幣
を
わ
た
す。小女
「
か
し
こ
ま
り
ま
し
た 。」

ト
降
り
て

ゆ
く 。

こ
こ
で 、
守
山
に
呼ば
れ
て
顔
を
出
す
「
十
三
四
歳
の
小
娘」
は 、
倉
瀬
が
用
談
を
す
ま
せ
て
そ
そ
く
さ
と
立
ち
去
る

こ
ろ 、「
へ
イ
お
菓
子」
と
竹
皮
包
を
煎
茶
と
共
に 、
日
光
製
の
丸
盆に
の
せ
て
もっ
て
く
る
だ
け
の
端
役
な
の
で
す
が 、

し
か
し 、
わ
た
し
た
ち
は 、
彼
女
の
可
憐
な
対
応
を
通
し
て 、
学
校へ
も
行
か
ず
に
こ
う
い
う
使
い
走
り
や
子
守
り
で
食

べ
さ
せ
て
も
らっ
て
い
た
た
く
さ
ん
の
女
の
子
た
ち
の
日
常
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す。
そ
の
日
常
を
背
景
に
し
て 、

こ
こ
に
登
場
す
る
書
生
の
群
像
を
見
直
す
と 、
こ
の
時
期
の
青
年
期の
「
発
展
の
不
均
等」
が
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
き
ま

す
ね 。こ

の
小
説
は 、
明
治一
八
年
に
出
て
い
る
の
で
す
が 、
作
者
は
明
治一
回 、
五
年
ハ一
八
八一
J八一一〉

の
噴の
学
生
の

「
情
態」
を
書い
た
の
だ
と
い
い
ま
す 。
「
書
生
書
生
と
軽
蔑
す
る
な 、
大
臣
参
議
は
み
な
書
生：：：」
と
い
う
書
生
節
が

流
行
し
た
の
も一
四
年
で
す。
こ
の
よ
う
に
明
治
も一
0
年
代
に
は
い
る
と 、
士
族
や
豪
農
出
身
の
若
もの
の
な
か
か
ら 、



選
ば
れ
て
高
等
教
育
を
受
け
る
も
の
が
し
だ
い
に
増
え
て
き
ま
す。
た
し
か
に 、
数の
上
で
は、
彼
ら
は
東
京
の
あ
ち
こ

ち
に
散
在
す
る
少
数
者
で
し
た 。
け
れ
ど
も 、
近
代
日
本
の
青
年
期
は、
こ
れ
ら
秀
抜
な
す
ね
か
じ
り
た
ち
の 、
ど
こ
か

ま
だ
特
権
的
な
書
生
生
活
に
よ
っ
て 、
そ
の
最
初
の
顕
型
を
世
に
し
め
すこ
と
に
な
る
の
で
す。

第1章歴史のなかの青年

務
青
年
期
成
立
の
二
つ
の
流
れ

し
か
し 、
も
う一
歩
踏
み
こ
ん
で
見
る
と 、
わ
が
国
の
青
年
期の
成
立
に
は、
二
つ
の
流
れ
が
あっ
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す。
一
つ
は、
徳
川
幕
府
の
学
問
所
〈
開
成
所
と
医
学
所〉
を
受
け
継い
だ
大
学
南
校・
東
校
か
ら
東
京
大
学
に
い
た

る
官
立
の
高
等
教
育
機
関
の
学
生
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
青
年
期
で
す。

明
治
政
府
は、
北
村
透
谷
の
こ
と
ば
で
い
う
「一
国
の
最
多
数
を
占
む
る
者」
の
た
め
の
教
育
で
は、
子
ど
も
た
ち
に

迷
惑
を
か
け
て
お
き
な
が
ら 、
天
下
の
「
俊
秀」
を
選
抜
し 、
こ
れ
に
高
等
教
育
を
ほ
ど
こ
し
て 、
将
来
の
官
僚
や
体
制

は
じ
め
か
ら
工
夫
を
重
ね
て
い
ま
す。
そ
し
て 、
こ
の
結
果 、
第一
の
青
年
群

イ
デ
オ
ロ
l
グ
を
養
成
す
る
企
て
に
は、

が
生
ま
れ
る
の
で
す 。

大
学
南
校
に
各
藩
か
ら
派
遣
さ
れ
た
貢
進
生
は、
も
う

殆
ど
が
ザ
ン
切
り

頭
で
す
が 、

Sっき含

ま
だ
背
裂
羽
織
に
馬
乗
袴の
出

立
ち
で
大
万
をぶ
ら
さ
げ
て
い
ま
す。
あ
る
日 、
鰻
屋
に
上
がっ
て
待つ
う
ち
に 、
う
な
ぎの
出
来
が
お
そ
い
と
い
っ
て 、

そ
の
大
万
を
抜
き 、
店
主
の
キ
モ
を
ひ
や
す
か
と
思
う
と 、
気
に
く
わ
ぬ
外
人
教
師
に一
閃
抜
万
し
て
青い
顔
を
さ
せ 、

15 

ゆっ
く
り

鉛
筆
を
削っ
て
鞘
に
収
め
る
ヤ
ツ
も
い
ま
し
た 。
仲
間
内
で
政
策
論
議
を
か
わ
す
に
も 、
二
人
称
は
「
尊
藩」 、
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一
人
称
は
「
弊
藩」
で
す 。
彼
ら
は
気
持
の
上
で
は
ま
だ
「
藩士」
で
し
た 。

貢
進
生
は
「
廃
藩」〈
明
治四
年〉
に
よっ
て
廃
止
さ
れ
ま
す 。
同
年 、
政
府
は
文
部
省
を
お
き 、
こ
こ
に
全
国
的
な
教

育
行
政
の
中
心
を
す
え 、
や
が
て
「
学
制」
を
布
く
（
明
治五
年）
の
で
す
が 、
そ
の
少
し
前 、
ま
だ
大
学
東
校・
南
校
か

ら
大
学
を
とっ
て 、
単
に
東
校・
南
校
と
よ
ん
で
い
た
こ
ろ 、
政
府
は 、
両
校
に
天
皇
の

n
臨
幸u
と
学
業
の
叡
覧
（
授

業
参
観〉
を
も
と
め
て
い
ま
す 。
こ
れ
は
「
藩
主」
に
か
わ
る
絶
対
者
を
学
生
た
ち
に
実
物
教
示
す
る
最
初の
試み
で
し

た 。も
と
も
と
初
期
の
学
生
は 、
誰
か
に
仕
え
る
こ
と
に
生
き
甲
斐
を
見
出
し
て
い
た
士
族
の
子
弟
が
主
力
で
す 。
こ
こ
で

新
し
く
「
主
上」
（
天
皇〉
へ
の
忠
が
要
求
さ
れ
て
も 、
彼
ら
に
とっ
て
は 、
旧
い
人
格
構
造の
ま
ま 、
忠
誠
の
対
象
だ

け
を
置
き
換
え
れ
ば
す
む
こ
と
で
し
た
か
ら 、
殆
ど
無
理
な
感
じ
は
受
け
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

と
も
あ
れ 、
政
府
は
そ
の
後
た
び
た
び
天
皇
に
学
校へ
の
臨
幸・
天
覧
を
も
と
め 、
そ
の
威
光
を
背
景に
し
て 、
エ
リ

ー
ト

教
育
の
た
め
の
条
件
整
備
を
進
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す 。

「
学
制」
公
布
後 、
文
部
省
は 、
南
校
を
第一
番
中
学
と
名づ
け 、
明
治
六
（一
八
七三〉
年
に
は 、
校
名
を
東
京
開
成

学
校
と
改
め
て
「
こ
れ
を
専
門
大
学
と
し 、
ま
ず
法
学 、
理
学 、
工
学 、
諸
芸
学 、
鉱
山
学
の
五
門
を
設
け」 、
外
人
教

師
も
増
員
し
て
授
業
内
容
を
拡
充
す
る
の
で
す
が 、
こ
の
年一
O
月
に 、
新
校
舎
が
落
成
す
る
と 、
「
開
業
式」
の
イニ

ク
ア
テ
ィ

ヴ
を
天
皇
に一
任
し 、
さ
ら
に 、
「
勅
語」
に
よ
っ
て 、
こ
の
国
の
学
術
の
栴
道
理
愈
を
先
取
り
し
て 、
早
く

も
学
の
独
立
に
抑
え
こ
み
を
か
け
る
の
で
す 。



そ
の
時
の
「
勅翠
巴
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う 。
は
じ
め
に
説
明
の
文
脈
上 、
「
外
人
教
師へ
の
勅
語」
か
ら。

まき

お

開
成
学
校
経
営
方
に
功
を
竣
う 、
朕
今
群
僚
を
率い
て
こ
こ
に
開
業
の
典
を
挙
ぐ 。
（後
略〉

つ
ぎ
に
「
開
成
学
校へ
の
勅
語」
で
すが 、
冒
頭
は
重
複
す
る
の
で 、

ハ
前
略〉
朕
今
そ
の
開
業
を
親
視
し 、
こ
こ
に
学
術
の
進
歩
を
嘉
み
す 。
朕
惟
う
に
専
門
の
学
校
は
器
を
成
し
才
を
達

す
る
処
な
り 。
朕
更
に
百
般
学
術
の
ま
す
ま
す
国
内
に
拡
張
せ
ん
こ
と
を
期
す 。
汝
等
そ
れ
こ
の
意
を
体
せ
よ 。

「
勅
語」
と
い
う
の
は 、
い
つ
も
命
令
で
す 。
「こ
の
意
を
体
せ
よ」
と
い
う
以
上 、
こ
の
学
校
で
は

n
朕u
の
期
待
を

裏
切
る
ご
と
き
専
門
の
学
問 、
た
と
え
ば 、
絶
対
主
義
体
制
そ
の
も
の
を
批
判
の
対
象
に
す
る
学
聞
は 、と
う

ぜ
ん
禁
物

で
す 。
こ
の
点
に
念
を
押
す
た
め
に 、
「
勅
語」
は

n
才u
の
前
に

n
器u
を
お
き 、
注
意
深
く「

学
問」
を
さ
け
て
「
学

術」
と
い
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す 。

tl'n章 歴史のなかの育年

そ
の
上
で
政
府
は 、
将
来

w
器H
を
な
す
優
等
生
に
は 、
天
皇
と
のパ
l

ス
ナ
ル
な
交
流の
チ
ャ
γ
ス
を
あ
た
え 、
さ

ら
に
国
費
を
投
じ
て
外
国
留
学
を
命
じ
ま
す 。

一
例
で
す
が 、
た
ま
た
ま
明
治
六
年
の
語
学
試
験
で
上
等
中
学
第
二
級へ
昇
進
し
た
九
人
の
生
徒
の
な
か
の
四
人
と 、

第
三
級へ
昇
進
し
た一
七
人
の
う
ち
上
位
二
人
の
計
六
人
が 、
明
治
八
三
八
七
五〉
年に
外
国
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
生

徒
の
な
か
に
名
を
連
ね
て
い
ま
す 。
さ
ら
に 、
こ
の
六
人
の
な
か
の
二
人
は 、
「
開
業
式」
の
時
の
「
天
覧
講
義」
に
「
出

演」
し
て 、
親
し
く
天
皇
と
「
群
僚」
の
前
で
講
述
や
実
験
を
し
て
見
せ
た
メ
γ
バ
l

の
な
か
に
は
い
っ
て
い
て 、
こ
の
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メ
γ
バ
ー

か
ら
は 、
新
た
に
留
学
に
加
わ
る
も
の
が
三
人
出
て
い
ま
す。
結
局 、
明
治
八
年の 、
開
成
学
校
と
し
て
は
最
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初
の
留
学
生
派
遣
に
選
ば
れ
て 、
そ
れ
ぞ
れ
米・
独・
仏へ
渡
航
し
て
い
っ

た
生
徒
は 、
後
に
外
交
官に
な
る
小
村
寿
太

郎
〈
当
時二
O歳〉
を
ふ
く
む一
一
人
で
す
が 、
東
京
曙
新
聞
ハ六
月一
七
日）
は 、
こ
の
留
学
生
た
ち
に
つ
い
て 、
「
数
百

人
中
よ
り
か
く

選
抜
せ
ら
れ
し
人々
な
れ
ば 、
他
日
学
業
成
就
の
上
は
必
ず
国
器
と
な
ら
ん
事
疑
うべ
か
ら
ざ
る
な
り 。」

つ
ま
り 、
開
成
学
校
が
政
府
の
た
め
の
人
材
養
成
機
関
で
あ
る
こ
と
は 、
す
で
に
常
識
に
な

とコ
メ
γ
ト
し
て
い
ま
す 。

っ
て
い
た
の
で
す 。

も
う一
つ 、
政
府
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
に
あっ
た
学
校
は 、
師
範
学
校
で
し
た 。
翌
明
治
九
年
の
東
京
日
日
（七
月

四
日）
に
は 、
「
昨
日
開
成
学
校
の
大
試
験
に
て
三
条
公
と
伊
藤
参
議
が
出
校
に
な
り 、
生
徒
の
試
験
も
立
派
に
出
来 、
そ

れ
よ
り

語
学
校
を
始
め
と
し 、
師
範
学
校 、
女
子
師
範
学
校 、
女
学
校
を
巡
覧
せ
ら
れ 、
文
部
省に
て
は
九
鬼 、
野
村
の

両
君
が
臨
行
さ
れ
ま
し
た 。」
と
い
う
雑
報
が
の
っ
て
い
ま
す 。
こ
れ
な
ど 、今
日
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
が 、そ

れ
ほ
ど
政
府
は 、
選
抜
し
た
若い
頭
脳
に
自
己
の
権
威
を
印
象
づ
け
る
こ
と
に
懸
命
だっ
た
わ
け
で
す 。

務「
猿
人
政
府」
に
抵
抗
す
否

と
こ
ろ
で 、
明
治
八
年
は
政
府
が 、
議
誘
律
と
新
聞
紙
条
例
に
よ
っ
て 、
思
想
と
言
論
の
弾
圧
を
は
か
っ

た
記
念
すベ

き
年
で
も
あ
り
ま
す 。
そ
の
前
年 、
板
垣
退
助 、
後
藤
象
二
郎
ら
八
人
が
連
署
し 、
左
院
に
提
出
し
た
「
民
選
議
院
設
立

建
白
書」
が
「
日
新
真
事
誌」
に
発
表
さ
れ 、
こ
れ
に
た
い
す
る
賛
否
の
議
論
が
きっ
か
け
に
なっ
て 、
自
由
民
権
運
動

に ー一
つ
の
う
ね
り
が
生
ま
れ
た
経
緯
は
ご
存
知
の
と
お
り
で
す 。
困っ
た
政
府
は
翌
八
年
二
月
の
大
阪
会
議で 、
木
戸・



板
垣
を
口
説
い
て
参
議に
も
ど
し 、
四
月
に
は
漸
次
立
憲
政
体
を
立
て
る
旨
の
詔
勅
を
出
す
の
で
す
が 、

政
府
運
動
を
目
の
敵
に
し
て
露
骨
な
言
論
統
制
を
は
じ
め
ま
す 。
す
ご
く

矛
盾
し
て
い
ま
す
ね 。

そ
の
こ
ろ 、
明
治
九
三
八
七
六〉
年
の
二
月
で
す
が 、
「
猿
人
政
府」
（ひ
と
を
さ
るに
するせい
ふ）
と
い
う

文
章
を
郵

便
報
知
に
寄
稿
し 、
同
社
の
編
集
部
が
そ
の
標
題
を
「
猿
人
君
主」
と
改
め
て
紙
上
に
掲
載
し
た
た
め
に 、
「
禁
獄
二
ヶ

月」
に
処
さ
れ
た
青
年
が
い
ま
す 。
の
ち
に
板
垣
退
助
の
プ
レ
イ
γ
と
い
わ
れ
る 、
こ
の
時
は
ま
だ一
九
歳
の
植
木
枝
盛

一
方
で
は 、
反

で
す。彼

も
士
族
で
す
が 、
小
さ
い
時
か
ら
秀
才
の
誉
が
高
く 、

一
五
歳
ま
で
高
知
の
致
道
館
と
い
う

学
塾
で
「
ほ
と
ん
ど
他

第1章 歴史のなかの脊年
人
の
及
ぶ
こ
と
能
わ
ざ
る
勉
強」
を
し 、
さ
ら
に一
六
歳
の
時
に
東
京
に
新
設
さ
れ
た
「
海
南
私
学」
へ
推
せ
ん
さ
れ
て

上
京
し
ま
す 。
け
れ
ど
も 、
そ
こ
が
陸
軍
幼
年
学
校
の
予
備
校
み
た
い
な
学
校
だっ
た
の
で 、
彼
だ
け
は
断
固
退
校
し
て

郷
里
に
帰
り 、
以
来
まっ
た
く

学
校
に
入
ら
ず 、
生
涯
を
独
学
で
通
し
ま
す。

一
七
歳
の
と
き 、
板
垣
退
助
が
地
元
で
「
立
志
社」
設
立
の
趣
旨
を
の
ベ
た
演
説
会
に
出
て
感
激
し 、
「
もっ
ぱ
ら
精

神
を
傾
け
て
政
治
書
を
読
む」
の
で
す
が 、
こ
の
時
期
は
も
う
単
な
る
勉
強
家
で
は
な
く 、

地
域
の
区
長
や
区
内
の
人
び

と
と
相
談
し
て 、
来
るべ
き
代
議
政
体
の
た
め
に
「
自
治」
に
よ
る
住
民
の
「
民
会」
を
組
織
す
る
実
践に
の
り
出
し
て

い
ま
す 。

一
八
歳
に
なっ
て 、
思
想
も
豊
か
に
な
り 、
「
父
母
に
請
う
て
若
干
の
旅
費
と
学
費
と
を
貰い
享
け」
て
再
び
上
京
す
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る
と 、
生
活
費
節
約
を
め
ざ
し
て
友
人
の
下
宿
に
同
居
し 、
煮
炊
き
を
交
替
で
や
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
が 、
そ
の
友
人



z。

が
暫
く

不
在
の
時
な
ど 、
朝
昼
晩
三
食
と
も
食パ
γ
半
斤
に
砂
糖
湯
とい
う

粗
食
に
甘
ん
じ
て
い
ま
し
た 。
そ
し
て 、
ひ

た
す
ら
読
書
の
か
た
わ
ら 、
出
で
て
は
「
単
身
孤
影」 、
地
図
を
た
よ
り
に
遠
近
を
追
謹
し 、
「
以
て
そ
の
智
を
研
き
そ
の

心
を
養
う
こ
と
に
勉
め」
ま
す 。
お
そ
ら
く

神
田
錦
町
の
下
宿
か
ら
澗
歩
し
て
い
っ
て 、
ち
ょ
う
ど
明
治
八
年
に
で
き
た

福
湾
諭士口の
「
三
田
演
説
館」
を
の
ぞ
く
こ
と
も
あっ
た
で
し
ょ
う 。
明
六
社の
演
説
会
や
キ
リ
ス
ト

教
会
に
も
出
か
け

て
い
っ
て 、
批
判の
耳
を
傾
け
た
は
ず
で
す 。

し
か
し 、
い
く
ら
剛
毅
で
も 、
栄
養
を
無
視
し
た
食
事
で
は
体
が
も
ち
ま
せ
ん 。
案
の
定 、
冬に
は
い
る
こ
ろ 、
熱
病

に
か
か
り 、
東
京
医
学
校
付
属
大
病
院
に
入
院
し
て
し
ま
い
ま
す 。
因
み
に
こ
の
東
京
医
学
校
は
「
東
校」
の
後
身
で 、

開
成
学
校
と
と
も
に 、
明
治一
Oハ一
八
七
七〉
年
に
設
立
さ
れ
る
「
東
京
大
学」
の
母
体
で
す 。

い
ま
い
っ

た
植
木
校
盛
の
筆
禍
事
件
は 、
入
院
の
翌
年
で
す
が 、
未
決
の
時
な
ど 、
強
盗
犯・
殺
人
犯
が
す
で
に
九
人

る
う
え

も
詰
まっ
て
い
る
四
畳
半
の
監
房
に
押
し
こ
ま
れ 、
「
そ
の
房
内の
阻
磁
に
し
て
ま
た
そ
の
人
情
の
険
悪
な
る
こ
と
言
わ

ん
方
な
く 、
あ
ま
つ
さ
え
半
風
子
は
族々
と
し
て
し
き
り
に
人
を
攻
め」
睡
ろ
う
に
も
睡
れ
な
い
惨
状
で
し
た 。

そ
れ
で
も
既
決
監の
房
内
は、
た
ま
た
ま
朝
野
新
聞
の
成
島
柳
北
を
ふ
く
め
て
先
客
が
僅
か
に
三
人 、
彼
を
い
れ
で
も

四
人
と
い
う
「
静
け
さ」
で
す 。
拘
留
時
の
窮
屈
か
ら
やっ
と
解
放
さ
れ
て 、
毎
日
を
読
書
三
昧
の
う
ち
に
す
ご
す
の
で

す
が 、
彼
は
「
こ
の
入
獄
の一
事
あ
り
し
に
よ
り
て
い
よ
い
よ
民
権
の
思
想
を
堅
確
に
し
か
っ
旺
盛
に
し
た
り」
と
い
っ

て
い
ま
す 。
こ
の
時
「
猿
人
政
府」
を
「
猿
人
君
主」
と
改
め
て
掲
載
し
た
報
知
新
聞
の
岡
敬
孝
は
議
詩
律
に
ひ
っ

か
け

ら
れ 、
「
禁
獄一
年
半
罰
金
三
百
円」
の
刑
に
処
さ
れ
て
い
ま
す 。



植
木
枝
盛
の
よ
う
に 、
独
学
で
思
想
家
に
な
る
ほ
ど
の
人
材
は 、
い
く
ら
変
革
期
で
も
数
少
な
い
で
しょ
う 。
だ
か
ら

と
い
っ
て
彼
を
例
外
扱
い
に
し
た
の
で
は 、
せ
っ

か
く
彼
が
そ
の
才
能
の
官
選
を
拒
み 、
民
衆
の
現
実
と
同
じ
現
実に
つ

き
さ
さっ
た
姿
勢
で 、
つ
ね
に
多
数
者
を
自
分
の
な
か
の
仲
間
と
し
て
生
き
る
青
年
た
ち
に 、
一
つ
の
典
型
を
掲
げ
て
い

た
事
実
を
見
過
ご
す
こ
と
に
な
り
ま
す。
彼
の
青
年
期
は 、
な
お
士
族
の
自
意
識
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら、
そ
れ
で
も
日
本

の
青
年
期
の
も
う一
つ
の
流
れ
の
起
点
に
なっ
て
い
ま
し
た 。

綴
個
人
の
な
か
の
社
会

第 1章 歴史のなかの背年

一
般
の
明
治
青
年
は 、
自
由
民
権
運
動
か
ら
何
を
学
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か 。

明
治一
三
年
か
ら一
四
年
に
か
け
て
（
二
八
OJ八
乙 、
国
会
開
設
運
動
は
高
揚
期
を
む
か
え
ま
す。

明
治一
三
年
四
月 、
片
岡
健
吉
と
河
野
康
中
が
国
会
期
成
同
盟
の
委
員
と
し
て 、
太
政
官に
提
出
し
た
国
会
開
設
請
願

書
には 、
二
府
二
二
県
の
有
志
八
万
七
千
余
名
の
総
代
九
七
名
の
署
名
が
つ
い
て
い
ま
し
た 。
最
近
の
研
究に
よ
る
と 、

明
治
七
三
八
七
四）
年
か
ら
明
治一
四
三
八
八一〉
年
に
い
た
る
国
会
開
設
運
動
の
参
加
者
は
三一
万一一一一
一
人
以
上

（一
四
O
件〉
に
な
る
そ
う
で
す 。
そ
の
う
ち
六一
%
に
あ
た
る
八
五
件
が
明
治一一二
年
に
集
中
し
て
い
て 、
こ
の
時
期

は
参
加
者
が 、
士
族
か
ら
農
民・
商
工
業
者
の
層
ま
で
ひ
ろ
が
り 、
規
模
の
面
で
も
殆
ど
全
府
県に
わ
た
り
ま
し
た 。

こ
の
間
に
運
動
の
リ
ー
ダ
ー

た
ち
は 、
東
京
で
会
合
を
重
ね 、
「
自
由
権
利」
を
「
進
取」
す
る
た
め
に
は 、
国
民
の

「
協
同一
致」
あ
る
い
は
「
結
合」
が
不
可
欠
で
あ
り 、
そ
の
た
め
に
は 、
従
来
の
愛
国
社 、
期
成
同
盟 、
同
有
志
公
会

で
は 、

2I 
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で
は
な
く 、

在
地
の
政
社
を
基
盤
に
含
む 、
もっ
と
抵
抗
力
の
あ
る
政
党の
組
織
が
必
要
で
あ
る 、
と
い
う

共
通
認
識
に

達
し 、
明
治
二二
年
の
「
自
由
党
準
備
会」
の
討
論
をへ
て 、
明
治一
四
年一
O
月
二
日
に
は 、
す
で
に
自
由
党
結
成
を

決
議
し 、
同
時
に
組
織
原
案
起
草
委
員
を
き
め
て
い
ま
す 。

こ
れ
ら
の
動
き
に
押
さ
れ
て 、
政
府
は
政
党
内
閣
制
を
主
張
す
る
大
隈
参
議
を
罷
免
し 、
H

勅
裁u
をへ
て
い
た
開
拓

使
官
有
物
払
下
げ
を
中
止
し
（
明
治一
四
年の
政
変〉 、
そ
れ
と
抱
き
合
わ
せ
に 、
「
明
治
二
三
年
に
国
会
を
開
設
す
る
旨の

詔
勅」
を
出
す
ハ一
O月
三
百〉
の
で
す
が 、
六
日
た
つ
と
自
由
党
結
成
会
議
が
聞
か
れ 、
翌一
五
年に
は 、
立
憲
改
進

党
が
結
党
式
を
行
い 、
大
隈
を
総
理
に
決
定
し
ま
す
ハ
四
月一
六
日〉 。
そ
の
直
前 、
三
月一
四
日
に
は 、
勅
書
を
う
け
て

い
た
伊
藤
博
文
が
憲
法
調
査
の
た
め
に
欧
州へ
出
発
す
る
の
で
す 。

t｜l
明
治一
四、
五
年
は 、
政
府
と
政
社・
政
党
と

の
つ
ば
ぜ
り
あ
い
の
時
節
で
し
た 。

し
か
し 、こ
の
時
も 、
「
詔
勅」
の
次の
手
は
弾
圧
で
し
た 。
政
府
は
改
進
党
結
党の
直
後 、
六
月
に
「
集
会
条
例」

を
改
正
し 、
地
方
長
官
に
演
説
禁
止
権
や
解
社
命
令
権
を
与
え
る
だ
け
で
な
く 、
な
に
よ
り
も 、
政
党
が
地
方
支
部
を
持

つ
こ
と 、
政
治
団
体
が
相
互
に
連
絡
共
同
す
る
こ
と
を
禁
止
し
ま
し
た 。
自
由
党
は 、
こ
れ
に
対
抗
し
て 、
同
じ
月
の
二

五
日
に
機
関
紙
『
自
由
新
聞』
を
創
刊
す
る
の
で
す
が 、
こ
の
「
苛
法
酷
律」
に
は
さ
す
が
の
民
権
運
動
も
気
勢
を
く
じ

か
れ 、
間
も
な
く 、

焦
燥・
分
裂・
激
化
の
方
向
を
と
る
こ
と
に
な
り
ま
す 。

伊
藤
参
議
が
憲
法
の
調
査
に
出
か
け
た
ば
か
り
だ
と
い
う
の
に 、
政
府
は
国
民
が
せっ
か
くつ
か
ん
だ
結
合
の
諸
契
機

を 、
すべ
て
分
断
し
よ
う
と
強
権
を
発
動
し 、
福
島
事
件
で
は
早
く
も
警
官
と
の
衝
突
が
お
こ
り
ま
す 。
そ
れ
で
も
こ
の
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こ
ろ
は
ま
だ 、
「
二
三
年」
を
境
に
時
代
を
変
え
る
望
み
を
語
る
こ
と
が
で
き
た
の
で 、
青
年
た
ち
は
「
悲
憤
惨
惜」
の

気
色
で
政
府の
非
道
を
糾
弾
し 、
断
然 、
自
由
党の
側
に
加
勢
し
て 、
そ
の
切
り
か
え
し
を
待
機
し
て
い
た
よ
う
で
す 。

つ
ぎ
の
引
用
を
読
ん
で
く
だ
さ
い 。
「
思
出
の
記」
の
徳
富
董
花
が
育
英
学
舎に
は
い
っ

た
こ
ろ
の
話
で
す 。

ぞ
，

学
生
の
中
に 、
浅
井
と
云っ
て 、
年
は
十
七
だ
が 、
十
二
三
に
し
か
見へ
ぬ
少
年
が
居
た 。
君
は
何
故
其
様
小
さ
い

の
だ 、
と
か
ら
か
ふ
と 、
僕
は
頭
上
に
圧
制
政
府
を
戴い
て
居
る
か
ら
大
き
く
な
ら
ん
の
だ 、
二
十
三
年
に
な
る
と
急

に
伸
び
る
か
ら
今
に
見
玉へ 、
と
答へ
る
の
が
癖
で
あっ
た 。
柄
に
似
合
は
ず 、
朗々
玉
を
転
が
す
様
な
美
音
を
もっ

て
居
る
の
で 、
「
自
由
之
凱
歌」
の
の
っ
て
居
る
自
由
新
聞
が
来
る
と 、
「
浅
井 、
浅
井 、

｜｜
浅
井
は
何
処
に
居
る

か」
と
浅
井
を
呼
び
立
て
て
窓
の
下
に
真
黒
に
嵩
な
り
た
か
つ
て 、
浅
井
が
例
の
美
音
で
朗
読
す
る
の
を
聴
い
て
居
る 。

時
々
は
輿
旺
し
て 、
「
ワ
7」
と
喝
采
の
声
を
あ
げ
る 。

「
自
由
之
凱
歌」
は
「パ
ス
チ
ィ

ユ
の
奪
取」
ハ
デュ
マ）
の
抄
訳
で
す
が 、
訳
者・
宮
崎
夢
柳
が
自
分
の
感
想
や
自
由

民
権
の
主
張
や
貴
族
の
横
暴
な
ど
を
織
り
ま
ぜ
て 、
強
い
て
政
治
小
説
に
仕
立
て
た
「
豪
傑
訳」
で
し
た 。
柳
田
泉
が
こ

の
小
説
の
眼
目
だ
と
い
う

箇
所
で 、
ギ
ル
ベ
ル
ト

の
手
紙
は 、
こ
う
い
っ
て
い
ま
す 。

:23 

我
が
仏
蘭
西
も
亦 、
追
ひ
追
ひ
亜
米
利
加
州
と
同
じ
有
様
に
立
到
る
ベ
け
れ
ど 、
若
し
率
先
し
て
事
を
計
る
者
な
き

白調んみすで

時
は 、
決
し
て
速
か
に
美
果
を
結
ぶ
能
は
ず 。
故
己
に
徳
を
積
み
思
を
敷
き
て 、
労
力
社
会の
父
母
と
尊
敬
せ
ら
れ
し

上
は 、
是
非
奮
発
し
て
率
先
者
と
な
り 、

政
府
の
抑
圧
を
打
破
り 、
自
由
を
伸
し 、
権
利
を
張
る
こ
と
を
勉
め
給へ

夢
柳
は
頻
り
に
「
労
力
社
会」
つ
ま
り
「
多
数
者」
の
自
覚
と
そ
の
組
織
者
の
「
奮
発」
が 、
民
権
伸
張
の
冊目
？
あ
る 。
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こ
とを
力説して
いました 。

しかし 、
その
頃すでに
事態は 、
ちょ
う
ど六
O年
安保の
時のよ
うに、
政府に
先手をとられて
い
ます 。
け

れ
ども 、
ここ
で
窓の
下の
真黒い
嵩に
なっ
た
青年
たち
も 、
先手をとられるこ
とによっ
て
は
じめて
政治社会

の
矛盾をつ
かみ 、
こ
れに
たい
する
「率先者」
の
力闘を
身近に
感じて、
ひ
そかに
民権の
志士たちと一
体化

する心
境に
はいっ
て
い
きます 。

かの彼福島事件が
天
下を騒がした
頃なん
ぞは 、
其裁判筆記の出た新
聞が
来ると 、
rき裂く様に
争ひ
読む

で 、
河野 、
愛沢 、
平
島 、
花香 、
国母野諸士の
恩師難苦心を思ふて
は
熱き涙のほろほろ
頬を
鰐
ずを
覚へ
ず 、

今其処に
飛むで
行って
せめて
其縄目の
喰ひ
入る
手に
接吻し
警官の
剣の
鞘民につ
か
れた
其背を撫でもし

たく 、
ハ中略）
其雪中素足に
引ずり
廻は
されし
事を
聞ゐては 、
僕等も何時か一
度は
彼志士の
轍を
踏むで

行くこ
とが
あるか
も知れぬ 、
其時の
覚悟を
今
試して
見ゃ
うと 、
或雪夜素足に
なって
外に
立っ
たこ
とも

あっ
た 。

すこ
し
滑稽で
すね 。
で
もこ
の
時
彼らの
目は
確かに
社会に
向かっ
て
聞かれて
い
ました 。
で
すか
ら滑稽か

ど
うかは

別として、
こ
の
雪夜の
素足は 、
ミ
lド・

G・
Hのこ
とばをか
りれば 、
「
いわば
個人の
経験の
内

部に
ある
社会的状況」
に
対する
反応で
あっ
た
と
いうこ
とがで
きま
す 。
その
点に
わたしたちは 、
貢進生に

は
なかっ
た
市民的な
自我の
萌芽をみて
お
くべ
きだと思い
ま
す 。



明
治
青
年
の

群
像

緩
明
治
の
青
年
の
な
か
に
現
代
を
み
る

歴
史学とい
う学聞は 、
文献や
伝
統文化 、
建造物・
遺跡な
どの
形をとって、
い
わば
止ま
っ
て
い
る
「過

去」
を
資料に
して、
人聞の
社会に
起きる
出来事の
必然性
ーーその

変化を
規定して
い
る
諸要因を 、
科学的

につ
きとめて
くれます 。
そして、
その
知見をかりるこ
とに
よって、
わたしたちは 、
い
ま生きて
動いて
い

る
「現在」
の
なかに、
「過去」
に
共通
する
歴
史的連闘を
把えるこ
とがで
き 、
したがっ
て、
こ
れからさ
き 、

わたしたち
自身が
創出すべ
き時代へ
の
課題を
見通すこ
とがで
きるよ
うに
なります 。

第1章歴史のなかの青年

で
すから 、
こ
うして
明
治青年
まで
さかのぼって、
彼らが
何を
思い 、
どう生きたかにつ
いて
考えること

は 、
一
見迂遠なよ
うで
すが 、
それは 、
現状認知を
深めよ
うと
する
現代の
青年に
とって
は 、
かえって
効率

のいい 、
また 、
不可欠な方法で
あるとわたしは
思うので
す 。

じっ
さい 、
少し
歴史をふ
りかえるだ
けで 、
憲法をない
がしろにして
国家機密法に
執念をもやし 、
子ど

もたちに
日の
丸と
君が
代を
強制し 、
い
わゆる
偏差値による
輪切りを容認して
い
る
今日の
政府が 、
じつ
は

明治初期に
新聞と言論を
抑圧し 、
軍人勅
諭を兵
隊と
国民に
憶えこ
ませ 、
加藤弘之のダーウィニ
ズム
を体

制イ
デオロ
ギーの一
翼に
加えた
太政官政府と 、
い
まなお
心理学的な意味で
「同型」
C852
Z
5
で
あ

2ラ
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るこ
とが 、
わたした
ちに
も分かるでしょ
う 。

その
上、
明治政府は 、
自由民権運動の
中枢を
麻痔させるために、
策略を用いて
自由党の
分裂をはか
り 、

「政党ノ
時
代」
の
終息をは
やめます 。
こ
れも 、
明治青年の
現実を
規定する
有力な
要因に
なっ
てい
くので 、

目を
通して
お
きましょ
う 。

磁
政
治
小
説
の
感

動｜｜ユ
I
ゴ
l
翁
の
贈
り
も
の

板垣
退助が岐阜で
剣客に
襲われたのは 、
明治一
五
三
八八二〉
年でした 。
さ
すがの
板垣も 、
こ
の
事件以

後 、
元気がな
くなり 、
傷が
治ると 、
盟友後藤象二
郎に
動かされて
外遊を思い
立ちます 。
しかし 、
板垣外

遊の
話がっ
たわるにつ
れて、
資金の
出所にかん
する
疑惑が
広が
り 、
改進党系の
『東京横浜毎日新聞』

は 、
こ
の
外遊を
政府の
術中におちい
る
ものと
非難し（九月九日） 、
自由党の
内部で
も 、
馬場辰猪や
大石正

巳らが
総理の
外遊反対を
決議するハ同月一
七日）
とい
う険悪な事態が
生まれま
す 。

しかし 、
こ
れは
当然で
すね 。
政府がこ
の年
の
六月に
集会条例を
改正して、
自由民権運動へ
の
弾圧を
強

め
た
直後だとい
うのに、自
由
党の
総理が 、
事もあろ
うに
外遊するので
すか
ら 、
疑うな 、
とい
うほ
うが
無

理な
くらい
で
す 。
ほん
とうは 、
井上
馨が
人を
介して
三
井か
ら
受けとっ
た
洋銀の一
部を
外遊費としてひ
そ

かに
後藤象二
郎に
渡して
い
たので
す 。

一
方 、
苦境に
立っ
た
自由党は 、
改進
党の
非難にはこ
たえ
ず 、
改進
党と三
菱との
関係を攻撃して
「偽党



撲
滅」
の
主張ハ一
O月二四日『自由新聞』〉
を
展開し 、
両党は
期せ
ずして
泥仕合には
いるので
すが 、
こ
の
経

過をつ
ぶ
さに
知りなが
ら 、
板垣退助は
党内・
党聞の
葛藤を
避けるよ
うに 、
横浜か
らバ
リに
向かって
出港

して
しま
いま
す〈一一
月一一
日〉 。

フ
ラシスへ
着くと 、
翌年
の
春 、
当時八一
歳の
ヴィ
クトル・
ュ
lゴ
lに

会
い、
自由民権の
先達として
の

日
頃の
敬意を
表し 、
教えを
請うので
すが 、
彼も
板垣の
刺客事件を
知っ
て
いて、
「大盤石のよ
うな

彼に 、

第 1 章歴史のなかの育年

障碍が
横たわっ
て
いて
も 、
あなたが
進もうと
欲する
精神さえ
持ち
続けるならば 、
大盤石は
必
ずあなたが

切り込むス
キ
を
見せて
くる
もので
す 。」
と
励まし
を
あたえ 、
「日
本では
いま 、
人民を
感動させるよ
うな
欧

米自由主義の
政治
論や
伝記小
説の
類を
新聞に
続々
と
掲載するこ
とが 、
恐らく
急務なのだろ
うと思
いま

す」
と
懇切な
情
勢判断を
板垣に
しめして
います 。
しか
もこ
れは 、
現に
日
本の
政府が
H人民u

に
向かって、

日本主義と
古典的進化論を
振りか
ざした
矢先の
発言で
すから 、
当時の
外国人として
は 、
やはり
的確でせ

いいっ
ぱい
の
忠
告だっ
たのでは
ない
でしょ
うか 。
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ユ
ーゴ
l

の
言に
大い
に
感激した」
と
柳田
泉は
いい
ま
す 。
もしかしたら 、
こ
の
時板垣は 、
ち

ょ
う
ど「育英学舎」
の
窓に
寄って
「自由の
凱歌」
に
耳を
すませた
少
年たちの
感動と同じよ
うな
感動が 、

全国にひろがる日を
恕っ
て
勇気をとり
もどしたか
もしれません 。
根が
正
直な
彼は 、
滞在中に 、
政治法律 、

歴史
伝記関係の
著書は
もちろん 、
克明に
政治小
説の
類を集めて、
明治一
六
三
八八三〉
年
六月に
帰朝しま

す 。
そして、
こ
れらの
政治小説を
宮崎夢柳その
他に
読ませて、
いいものを
選び
『自由新聞』
その
他自派

「板垣は 、
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の
機関紙・
誌にい
くつ
も訳載させました 。

けれ
ども 、
彼の
留守中に、
日
本の
自由民権運動は
すでに
「激化」
の
段階に
あっ
て、
とて
も政治小
説を

歓迎する
雰囲気ではな
くなっ
て
い
ま
す 。
と
くに、
福島事件以後 、
明
治一
六年にはい
ると 、
自由党のな
か

に
暗殺やテロ
によっ
て
弾圧に
対抗しよ
うと
する
傾向が
生まれ 、
翌一
七ハ一
八八四〉
年
五月の
群馬事件では 、

自由党員が
負債農民を
動員して
武装蜂起をおこ
します 。
さ
らに
同年
九月の
加波山事件では 、
二 、
三
O人

ともい
わ
れる
少数壮士が 、
焦燥の
あまり 、
「爆裂弾」
を用意して
政府転覆の

w挙兵u
には
しります 。

そのな
かのひとり 、
河野広鮮は
公判でこ
う陳述しました 。
「内閣諸公ノナス
トコロ
ヲ
見ル－こ「政社

ヲ
禁ジ
言論ヲ
拘束シ
志士ヲ
虐遇スル
ハ虐待する〉
等 、
暴乱至ラザル
ナキ
有様デアリマ
ス 。」
そこで
不

幸なこ
とだ
けれ
どもわれわれは 、
天
賦の
自由権利を
保護するために、また 、
国家に
対する人民の
義務

として、
つい
に
武器をとっ
て
「起ツノ
止ム
ヲ
得ザル
に
至リマ
シ
タ 。」
けれ
ども
僅か
少数の
人の
力で政

体を
改革するとい
うこ
とは
最も至
難なこ
とで
す 。
それ
故 、
私
どもは
「天下ヲ
動カスベ
キ
大運動ヲナス

ノ
機運ヲ
造リ
出ス
タメニ 、
ココニ一
身ヲ
捨テテ
小運動を
試ムルニ
至v
タノ
デゴ
ザリマ
ス 。」

しかし 、「
天賦ノ
自由権利」
を
守るために
は 、
個々
の
権利主体が 、
三
千五
百
万人い
れば
三
千五百
万人

が 、
みん
なで 、
与えられた
権利を日
常的に
行使するこ
とが
必要でした 。
確かに
「暴乱至ラザルナキ」
内

閣のもとで 、
「労力社会」
のみんなが
参加する
共同行動を
組織するこ
とは
「
最も至難ノコ
ト」

だっ
たで

しょ
う 。し
かし 、
それを
「大運動」
に
するこ
と以外に、
こ
の
時も 、
政体改革の
道はな
かっ
たは
ずで
す 。



こ
れは 、
洋の
東西を
問わぬ
「
民権
論」
の
真理なので
すが 、
「過激派」
は
その
「大運
動」
を
放置して 、

もっ
ぱら
「小運動」
ばか
り
仕掛けて
い
たので
すから 、
帰国後の
板垣は 、
いっ
そう
党内をまとめる
自信を

失っ
て
しまい
ま
す 。
しか
も 、
「激化」
は
弾圧の
激化をまね
くだ
けでした 。
とうとう
彼は 、
自分の
提案で

明
治一
七
三
八八四）
年一
O月 、
自由
党を
解党して
し
まい
ま
す 。

揚「
自
然
ノ
党
派」

l｜中
江
兆
民の
コ
ミュ
＝
ヶ
l
シ
ョ
ン
論

こ
うして 、
自由民権運動の
中枢が
崩壊すると 、
政府は
既定方
針どおり 、
言論か
ら
集会 、
報道 、
教育に

いたる
すべ
ての
領域に
わたっ
て 、
国民の
関与を
締めだし 、天皇
主権の
体制を固めてい
きま
す 。
そして 、

ここ
か
ら 、
青年
の
聞に 、
集まっ
て
も民権を
語らない
風潮が
生まれ 、
そのために
彼らがとか
く無理
想 、
小

第 1 掌歴史の なかの青年

利口
と
批判される
時代が
やっ
て
きま
す 。

しかし 、こ
の
時期の
青年
たちは 、
その
反面で 、
し
きりに
「親睦」
をはかるように
なり 、
やがて
その
交

流を通じて、
交流の
なかに
あるべ
くして
ない
ものを
見い
だしま
す 。
先廻りしてい
えば 、
こ
の
「不
在の
意

識」
か
ら 、
さ
らに
近代的自我の
発見が
促されるのだ 、
とわたしはお
もうので
すが 、
ここ
では 、
おおまか

に
以上のよ
うな
見通しを立て 、
ま
ず 、
中江兆民から 、
近代的なコ
ミュ
ニ
ケーショ
ン
の
元型につい
て
学ん

でお
きましょ
う 。
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自由民権運
動は 、
見て
きたよ
うに 、
「敗北」
しました 。
けれど
も 、
その
敗北のなかで
秀で
た
頭脳が「邦



3。

国」
の
ために
残して
くれた
知恵だ
けは 、
大いに
受け継
ぎた
いと思うか
らで
す 。

改進党と自由
党が
「泥仕合」
に
お
ち
いる
少し
前の
七
月一一
日に、
中江兆民は 、
情
勢を予
見して
い
たの

で
しょ
うか 、
『自由新聞』
に
「政
党ノ
論」
を
書き 、
「政治ノ
党派」
も「学術ノ
党派」
と
同じよ
うに、
「真

理ヲ
索ムル
者」
で
なければならない
と
指摘して
い
ました。

スチュ
アlトミル
云ヘ
リ
真理ハ
衆説相抵激スル
ノ
間ヨ
リ

発スト 、
文云ヘ
リ

諸
説大抵皆一
片ノ
真理ヲ

包含ス 、
故ニ
必ズ
相討論琢磨スルニ
非ザレパ
以テ
完全ノ
真理ヲ
求ム
可ラズト

つ
まり 、
真理はた
くさんの
説のぶつ
かり
合
いか
ら生まれる 。
どの
説も一
面の
真理を
含んで
いるから 、

必
ずたが
いに
討論して、
その
説を
磨き合うので
な
ければ 、
完全な
真理にたつ
するこ
とはで
きない 。

ーー

人は士君子たる
以上、
自分が
真理だと
思うとこ
ろが
あれば 、
必ずそれを他者に
しめして
同意を
求め 、
一

つ
の
党派を
構える
努
力を
傾ける 。
そして一
党を
構立すると 、
「必ズ
他
党ト
相抵
敵シ
テ
以テ
己レ
ノ
説ノ
勝

ツコ
ト」

を
求めるよ
うに
なるが 、
しかし 、
こ
れはひた
む
きに
真理をめ
ざす
人間本性に
由来する
「己ム
ヲ

得ザル」
傾向で
あるか
ら 、
こ
れを
「自然ノ
党派」
と
いお
う 、
と
いい
ま
す 。

是ニ
知ル 、
自然ノ
党派ハ
其目的トスル
所ハ
党派ヲ
重γズルニ
在ラズシ
テ
真理ヲ
重γズルニ
在
任
己

－一
真理ヲ
重γ
ズル
トキハ

有モ一
朝己レ
ノ
党中非ナル
所有リテ 、
他人
党中是ナル
所有ルヲ
覚ルトキハ
幡

然
志ヲ
改メ
テ
之－一
従フ
テ
少モ
心ニ
介スル
所無シ

自然の
党派は 、
党派を
重ん
じるのでは
な
く 、
真理を目的と
する
党派で
あるか
ら 、
他
党の
主張の
なかに



正しい
側面を
発見した
場
合には 、
なるほど
そうか 、
と
素
直に
自党の
考えを
改めるこ
とがで
きる 。

｜｜そ

して 、
こ
の
党派の
やるよ
うに、
人びとが
真理を
探求し 、
「其他ヲ
顧ミ
ザル
トキハ」、

わが
国の
文物の
進歩

は
「得テ
期ス
可キ」
で
ある 。
けれども 、
逆に
「邦国」
の
なかに
自然の
党派が
影も形もな
いよ
うでは 、
と

て
も
将来の
進歩は
望め
な
い。
したがっ
て 、
「自然ノ
党派ハ
邦
国エ
於テ
必ズ
欠ク
可ラ」
ざる
もので
ある 、

と
兆民は
論じま
す 。

こ
れに
た
いして 、
彼は 、
「
真理ヲ
求ムル」
のではな
く 、
なん
とか
政権に
すが
りつ
きた
いと
いう「私慾」

によっ
て
党を
組み 、
政府に
取り入っ
たり 、
世論の
鼻息を
うかがっ
て
進退を
きめる不
見識な
党
派を
「私意

第1章歴史のなかの青年

ノ
党派」
と呼び
ました 。
こ
の
種の
党派は 、
正しい
認識が
国民の
あい
だに
ひ
ろがるのを
恐れて 、
「他
党ノ

唱フル
所或ハ
真理ヲ
有スルヲ
覚ルモ」 、
かえっ
て 、
その
党が
勢力を
得るこ
とを
心配し 、
百方策をめ
ぐら

して 、
その
説の
評判をお
とし 、
「己レ
ノ
説」
の
人気をつ
り上げようとむ
きにな
るので
す 。
今日
もわたし

たちはこ
うい
う政党をよ
く見か
けま
すが 、
兆民は 、
こ
の
文章のなかで 、
「私意ノ
党派ハ
其害極テ
大ナ
リ」

と断じてい
ま
す 。

しかし 、
明治一
五年
以
降の
現実は 、
こ
の
意味の
「自然ノ
党
派」
が日
本には
まだな
かっ
たこ
とを
証明し

てしまうわけで
すが 、
そ
れに
もかか
わらず 、
「政党ノ
時
代」
の
危機に
際して 、
彼がこ
のよ
うに 、
今日の
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わたしたちの
語り合いに
も
役立つ
論理を
構想し
得たとい
う事実は
貴重で
すし 、
同時に 、
こ
れは
兆民がル

ソlの
単な
る
紹介学者ではな
かっ
たこ
とを示す証拠で
す 。
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忽
語
り
あ
い
が
実
を
む
す
ぷ
「
条
件」

彼は 、
こ
の
時 、
自由党と
改進
党との
共同行動に
期待をか
け 、
そのために
必
要な
条件を
論じて
いるので

すが 、
集団と
集団 、
個人と
個人との
語り
あ
いを
実らせる
条件もこ
れと同じで
す 。
わたしたちがダベ
リγ

グ
とは
区別された
意味で
語り合
い、
そこ
か
ら
新し
く
何かを
発見して
いくためには 、
相手とフェ
イス・
ト

ゥ・
フェ
イス
に
向きあう
場をつ
くるこ
とは
もちろんで
すが 、
気
持ちの上では 、
お
互
いが
肩と肩を並べ
て

同じ
方向に
視線をの
ばし 、
恰か
も 、
その
平行
線が
交わる
とこ
ろに
H

真理H
をお
いて
見つ
めるよ
うな
関係

に
立つこ
とが
必要で
す 。
逆に
そ
う
いう関係に
あるこ
とが
確認で
きれば 、
わたしたちは
誰とでも w私意u

を
抜きにして
協力で
きるし 、
その
協力に
よっ
て
主体性を
失うのでは
なく 、
か
えっ
て、
他者の
補助を
介し

て、
それを
育てるこ
とがで
きま
す 。

当時 、
自由党に
山
際七
司と
いう有力なメγパ
ーが

いました 。
彼は
明治
二ニ（一
八八O）
年の
段階で 、
す

でにこ
の
論理を身につ
けて
いた 、
とわたしは
思
いま
す 。
新潟県の
県会議員で
あっ
た山際（当時三O歳〉
は 、

桜井静と
いう 、
こ
れは
国会開設運動期の
風雪児で
すが 、
こ
の
人の
「懇望案」
に
賛成して 、
県下に
国会開

設を
懇請する
協議会ハ同
志会〉
をつ
くろ
うと
呼びか
けま
す 。
とこ
ろが 、
こ
の
間に
桜井の
「千葉県会議

長」
の
名はウソで
あるこ
とな
どが
報道され 、
山
際は
反対に
「一
面識ナキ
桜井某ニ
同意シ
去就進退ヲ
共ユ

スル」
不見識を問われる
始末に
なっ
て
しま
いま
す 。
わ
たしが
紹介した
いのは 、
こ
れに
た
いして
山
際が
再

提案した
文章のなかのつ
ぎの一
節で
す 。



余輩固ヨ
リ

桜井某ト一
面ノ
識ナシ
ト

雄モ
唯同氏が
百折不
境ノ
ハ重なる
困難に
屈しな
い〉
愛国心
則国

会開設
懇望ノ
精神－一
左担セシニ
シ
テ
ハ賛成
し
たので
あっ
て）
必ラ
ズシモ
桜井氏ト
去就進退ヲ
向。フスル

ノ
主
旨ニ
非ス

こ
ういって、
彼は
国会開設が
「本邦焦眉ノ
急務」
で
ある理
由を
説き 、
自分として
は
なによ
りも 、
「我

県下
有志諸君ノ
協同会」
を
設けて
腹案の
六
項につ
いて
議論をし 、
さ
らに
来会諸君の
「卓説高論」
をとり 、

みんなの
意見の
帰する
とこ
ろに
従って、
県下の
方向を
確定し 、
その
上で 、
委員を
東京に
派遣するつ
もり

で
あると
訴えて
いま
す 。

つ
まり 、
山
際は
桜井某とは
もとよ
り一
面識もな
いけれ
ども 、
で
もその
行
文に
あふ
れる
愛国心から
推し

第1掌歴史のなかの青年
て
目標を
共有で
きる
人だ 、
と
思っ
て
賛成したので
あって、
だか
ら
と
いっ
て
すぐに
彼の
言いな
りに
なるの

ではな
く 、
ま
ず自分たち
自身が
県下で
権利主体として
共同
するコ
ミュ
ニ
ティ
を発足させ 、
そのフォ
ーラ

ム
の
議論を
背景にして
全国の
課題に
とりくもう 、
と
いって
い
るので
す 。
こ
れは
すでに、
「分」
や
「肩書」

から
抜け出した
市民として
の
結合の
論理でし
た 。

さらに
自由
党は
演説会の
あとの
懇親
会や
学
習結社の
討論会 、
地
域々
々
の
親睦会によって、
そのフォ
ー

ラム
を
社会の
多数者の聞にひ
ろ
げる
努力を
続けます 。
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明治一
七
三
八八四）
年
と
いえば 、
自由
党解
党の年
で
すが 、
その
夏 、
ギリギリの
状況のなかで
なお 、
岡

山の
自由
党員は
夕
暮の
旭川で「自由運動会」
を
催し 、
百余名の
若もの
を
河原に
集めて
「旗奪の
戯」〈
旗と
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り合戦）
をやって
います 。
そこへ
川上から
「自由親睦会」
と
書
いた
旗と高張提灯を
掲げる七
般の
遊船が

下っ
て
来て
交歓したので 、
「旭川」
はに
わかに
「盛宴」
の
賑わい
を呈
するので
すが 、
見ると
七般のうち

の一
般に
は 、
「岡山女子
懇親会」
と 、
景山
英子の
率
いる
「
蒸紅学舎」
の
生徒たち 、
合わせて
二
六 、七
人

の
女性が
乗り込んで
いて、
民権大
津絵 、
民権数え
唄な
どの
歌声を
月琴にのせて
川面に
流し 、
会員の
耳を

楽しませて
います 。

こ
う
いうふ
うに、
船こ
そ
別仕立て
だ
けれ
ども 、
「酒
宴」
では
な
く 、
公共のフィ
ール
ドで

男女の
集団が

歓びを
分かち
合うと
いうこ
とは 、
当時は
まだ
稀にみる
「壮
挙」
だっ
たと思い
ます 。
新聞『自由燈』（八月

一
四日〉
がこ
の
記事を
「ヒ
ヤヒ
ヤ」
ではじめて
いるのは
そのためで
しょ
う 。

今や
輿たけなわと
いう頃 、
党員が一
人 、
船の
甲板に
立っ
て
「殺気諜烈人をして
傑然たらしむ」ような

演説をは
じめると 、
「水上
是れ
無政府の
心
易さ」
に
乗じて、
「悲壮激越」
なる
演説が
続々
と
試みられ 、
女

子では 、
景山英子につづ
いて、
蒸紅学舎の一一
歳に
なる
生
徒が 、
「谷の
戸出る
鷺の
初音よりまだやさし

げな
妙音」
で
「：：：
岡山の一
女子たるの
本分だ
けは
尽さんと
存じま
す」
とけな
げに
いうので 、
一
同舷を

叩
いて
喝
采する
場面もありました 。

こ
の
「盛宴」
は 、
突然 、
水に
潜んで
いた
警官が
「海坊主の
如く
現は
れて」
会に
中止解散を
命ずると
い

うハ
プニ
γ
グで
幕に
なりま
す〈福田英子『妾の半生涯』
岩波文庫〉 。
いいかえれば 、
自由党員は
もう
地上で

は 、
まと
もに
「懇親」
する
場を
失っ
て
いたので
す 。
悲壮な
演説は
すでに
心
情的な
「激化」
の
表出で
す 。



それで
も
彼らは 、
残された
条件を
拾
い集めるよ
うにして、
権利主体の
相互作用を
組
織し 、
そこに
歴史の

未来を
托したのだ
と思
いま
す 。

事実 、
植木枝盛は 、
翌一
八年、
『賓民論』
のなかで 、
「貧民の
世に
処するには 、
第一
に
結合とい
うこ
と

を
務め
ざるべ
か
ら
ず」
と
いい 、

「その
職業の
種類に
由っ
て、
大工は
大工
同士 、
土方は
土方同士 、
車挽は
寧挽同士 、
火消は
火消同士と

いうよ
うに、
仲間仲間の
集会を
催おし 、
互
いに
相談約
束をして、
他のために
不
利益の
仕方を
蒙らざる

こ
とを
謀る」
よ
うに
すすめ 、
「こ
とに
自ら
自由権利を
尊重し」 、
わ
ずかの
まに
も「同
権の一
事を
胸中よ

り
放さ
ざるよ
うに
なし 、
少しで
もこ
れに
触るるこ
と
あればい
やし
くも
見逃しにせ
ざるよ
うに
すべ
し 。」

（
傍
点
筆
者〉

第 1 章歴史の なかの背年

と
書
いて
い
ます 。
義務とは
権利の
侵害に
抵抗するこ
とだ 、
と
いうイェ
lリγグ（『権利のための闘争』

岩波

文庫〉
と
論旨は
同じで
す 。い
いか
え
れば 、
彼は 、
い
かに
「卑屈の
病に
染む」
貧民とい
えども 、
フォ
ーラ

ム
のな
かの
相談型コ
ミュ
ニ
ケlショ
γ
を通じて、
必ず「自己」
の
なかに
「他者」
の
励ましの
声をきき 、

したがっ
て、
権利のための
自己とのかか
わりを持続的なものに
するこ
とがで
きるのだ 、
とい
う見通しを

立てて
い
ました 。

3ラ
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貌
腕
力
と
無
気
力

しかし 、
現実の
展開はジ
グザグで
す 。
政府の理
不尽な
弾圧に
屈して、
とうと
う人びとは
民権を
語らな

くなって
し
まい
ま
す 。

ふたたび 、
『当世書生気質』
をみましょ
う 。
坪内遁遁が 、
学生たちに
た
いする
「
集会条例」
改正の
効

果をこ
ん
なふ
うに
書き残して
いるか
らで
す 。

「第
二ハ回」
で 、
倉瀬は一
人前の
弁護士に
なっ
た
守山の
事務所をた
ずね 、
彼と
つ
ぎのよ
うな「面談」

をしてい
ま
す 。

E
’

 

「：：：此
頃は学
校の
景況は
如何で
す 。
なん
だか
風評に
因ると 、
撃剣が
大
変流行だとい
ふじゃァ
な
い

か 。」「ァ
L

学校の
気風は 、
君の
在校の
時分か
ら
見ると 、
実に一
大変動を
経過したョ 。
例の
校長の
諭告

以来は 、
政談はめっ
きり
衰額したが 、
腕力はよっ
ぽ
ど
盛んに
なっ
た 。
随って：：：」「ナユ
さ兎
角箆暴

に
流れて。」
それを
受けて
守山は 、
「：：：一
利あれば一
害あり
欺 。
東京大学に
ならっ
て
ZE
BB（競

舟〉
で
もはじめ
ればい
い。
さ
うすりやア
余程違ゥ
だら
う 。
人に
情慾の
ある
限は 、
何か
洩す道が
無くて

は
不可な
い。」
と
大人び
た
意見を
倉瀬にか
えしま
す 。

ここ
の
校長は 、
地
方長
官に
演
説
禁止権が
与えられると 、
それが
まだ
行使されな
いうちに、
早ぱやと学

生に
「諭血己
して、
政
談を
やめさせて
し
まっ
たよ
うで
す 。
もっ
と
学者らしく 、
毅然と
真理の
側に
立って

いた
ら 、
こ
ん
なに
能率よ
く弾圧の
手助けをしな
くて
もよかっ
たは
ずで
す 。



それは
それとして、
ここ
で
守山は 、
政談の
衰類を
ご
利」
に
か
ぞえ 、
気合い
のかかっ
た
撃剣の
流行に、

人の
「
情慾」
を
持ち
出して
説明したつ
もり
に
なっ
て
い
ま
すが 、
ここに
は 、こ
の
小説を
書
いた
遺謹自身が 、

当時の
東大で
吸収した
加
藤弘之流のダーウィニ
ズム
の
教養が
顔を
出して
い
るので
す 。
ぼ
くたちはやはり

こ
の
「腕力」
は 、
「自然ノ
党
派」
との
接点を
失い 、
やっ
と
芽をふい
た
民権が
国会開設を前に
して、
一
つ

ひ
とつ
摘みとられてい
く政
治状況を 、
ただ
見て
いなければならなかっ
た
若ものたちの、
苛立ちの
表現だ

っ
たと思い
ま
す 。
明る
い陽の
光をくぐって
川風を
切るボートレ
ース

は 、こ
の
心境に
そぐわない
では
あり

ませんか 。

第 1章 歴史のなかの育年

しかし 、
その
反面に、
倉瀬のよ
うな
傍観者がた
くさんい
たこ
と
も事実で
す 。
そして
やがて
憤滋がおさ

まると 、
「腕力
派」
もいつ
しか
「傍観
派」
と
合流して
区別がつ
かな
くなりま

す 。
けれど
もこ
の
時期の
学

まだ
「政党ノ
時代」
が
残して
いっ
た
「親睦」
の
喜び
をもとめて
いて、
なかなか
行動的でした 。つ

生は 、
ぎの例を
見て
くだ
さい 。

明治
二ハハ一
八八三〉
年
のこ
とで
す 。
東京府下の
「学校生
徒」
は 、
めい
めいのキャγパ
ス
から繰り出し 、

神田明神の
境内に
集まっ
て、
万世橋か
ら
隅田
川をさかのぼる
「舟遊親睦会」
を
催して
い
ま
す 。
そのこ
ろ

「大川」
は
川幅が今よ
り
広く 、
擢のし
ずくも玉と
散る
清流でした 。
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「大河の
春風に
紅白青紫の
旗臓を
翻し 、
或は
白旗に
壮快なる
語を
書して
舷頭に
押し
立て、
大船小舟

三
十双ばか
り
列をなして、
劇夙の
戸 、
太鼓の
音 、
轟然空に
響き 、
屋島壇の
浦の
舟軍もか
くありしか
と
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思わるるほ
ど」
なので 、
両岸も
橋の
上も
男女の
見
物で
ぎっ
しり 、
「船中一
千有余の
少年は 、
皆赤きて

ぬ
ぐい
を被り 、
意気
濠然として
上
流に
遡る」
と 、一言問
橋の
東詰あたりか
ら上
陸して、
秋葉神社近くの

畑地に
集まり 、
綱引 、
角力 、
球取の
あと
「紅白の
両隊を分け」
て
旗奪り
合戦をやり 、
場所を
木母寺に

あらためて
「菰
冠りを聞き棋食を
分か
ち 、
哨睦の
内に
数樽を
傾倒して、
大いに
余勇を示」
すので
す 。

帰りは
午後五
時 、
「各舟数十の
球燈を
連ね」「
舷を
敵いて
放歌
大呼」
して
万世橋まで
引揚げます〈明治

二ハ
年四
月二
四
日
朝野） 。

すご
く元気がいい
で
すね 。
しかし 、
岡山の
旭川の
「納涼会」
と
比べて
ください 。
警官の
見守るなかで 、

こ
の
舟遊会が
成功したのは 、
途中 、
一
度も演
説する
ものがい
なかっ
たか
らでしょ
う 。
帰り
舟の
「
放歌大

呼」
が
民権数え
唄で
なかっ
たこ
と
も確かで
す 。
いい
かえ
れば 、
こ
の目 、
大川端で
盛んに
交流し 、
おおい

に
元気をディ
スプレ
イした
学生たちは 、
すでに
「結合の
権利」
を
貴重な
代価として
払ってい
たので
す 。

後にみる
「交際」
の
流行もこ
の
系譜に
ぞくする
もので
あるこ
とは
見逃さない
よ
うにしましょ
う 。

同じ年
の一一
月に
は 、
東大で
不思議な
暴力事件が
起きて
い
ま
す 。
その日は 、
大学で
前学年卒業の
学士

の
学位授与式が
行わ
れる
当目だっ
たので
すが 、
寄宿舎にい
る
学生・
生徒は 、
遠足する
予定になって
い
た

ので 、
午前か
ら
外出した
ものが
多く 、
午後二
時の
式場に
参列した
ものは 、
医学部以外では
非常に
少な
か

っ
たとい
うので
す 。
とこ
ろが
午後五時
噴 、
ぽつ
ぽつ
帰舎して
きた
学生のなかに
大酔してい
た
ものが
あり 、

突然 、
寄宿
舎の
廊下や
食堂で
暴行をはじめ 、
こ
れが
きっ
か
けに
なって一
時は
「よほ
どの
騒擾」
をか
もし



ま
す 。事

件
後 、
当
然 、
原
因
調
査
が
あ
り
ま
す
が 、
従
来
夜
間
行
わ
れ
て
い
た
学
位
授
与
式
が
昼
間
に
か
わっ
た
こ
と
に
不

平
を
い
だ
く
も
の
が
い
た
の
だ
と
か 、
寄
宿
舎の
廊
下
の
改
装
工
事
の
主
旨
が
誤
解
さ
れ
た
ら
し
い
と
か 、
「
か
つ
近
来

少
年
輩
の
聞
に
在
り
て
は、
し
き
り
に
士
気
を
復
し 、
元
気
を
振
作
す
る
等
の
議
論
起
る
に
及
び 、
或い
は
少
し
く

粗
暴

の
挙
も 、
元
気
振
作
の
た
め
に
は
苦
し
か
る
ま
じ
と
心
得
違い
せ
し
者
も
こ
れ
あ
る
や
の
由
に
て」 、
い
く
ら
調べ
て
も 、

こ
れ
と
い
う
原
因
の
分
か
ら
な
い
ま
ま 、
結
局 、
「
百
四
十
五
人」
が
退
学
を
命
ぜ
ら
れ
て一
件
落
着
に
なっ
て
い
ま
す

東
京日
日〉 。

第 1 章 歴史のなかの青年

（
明
治一
六
年一
一
月五
日

こ
こ
で
は、
奮
い
お
こ
さ
れ
た
元
気
が 、
か
えっ
て 、
エ
リ
ー
ト

た
ち
を
乱
衆
ハ
SO
S
に
か与え
て
い
ま
す 。
「
少
年

輩」
に
とっ
て
必
要
な
の
は、
丸
裸の
元
気
で
は
な
く 、
目
標
を
共
有
で
き
る
仲
間
で
あ
る
こ
と
が 、
こ
れ
で
も
分
か
る

で
し
ょ
う 。
そ
れ
が
な
い
た
め
に 、

n
自
我H
は
と
て
も
不
安
定
だっ
た
の
で
す 。

な
に
よ
り
も 、
時
代
精
神
が
不
透
明
で
し
た 。
こ
の
翌
年
の
新
聞
に
も
「
学
生
親
睦
会」
の
記
事
が
出
て
い
る
の
で 、

朝
野〉 。

あ
たっ
て
み
ま
し
ょ
う〈明
治一
七
年四
月一
五
日
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こ
の
時
は
「
総
委
員」
「
区
部
委
員」
の
小
旗
が
見
え
て
い
る
の
で 、
こ
の
イ
ン
タ
ー・
カ
レ
ッ

ジの
親
睦
会
も
少
し

組
織
化
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す 。
例
に
よっ
て
神
田
明
神
に
集
ま
る
と 、
ラ
y

パ 、
法
螺
貝
を
合
図
に 、
陣
笠 、

編
笠 、
赤
手
拭
を
か
ぶ
っ
た
思
い
思
い
の
扮
装
で
歩
き
出
し 、
上
野
公
園
か
ら
広
徳
寺
を
通
り 、

吾
妻
橋
を
渡っ
て
向
島

弘
福
寺
の
会
場
に
着
き 、
角
力 、
旗
奪
り
で
奮
戦
の
あ
と 、
所
も
同
じ
木
母
寺
で
酒
樽
を
る
け
ま
す 。
そ
れ
か
ら
酔
漢
を
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し
た
が
え
て 、
秩
葉
社 、
三
囲
社
を
経
て 、
再
び
吾
妻
橋
を
わ
た
り 、
万
世
橋
あ
る
い
は
日
本
橋
で
の
解
散
は
午
後
八
時

ご
ろ
だ
っ

た
と
い
う
の
で
す 。

と
こ
ろ
が 、
前
年の
「
舟
遊
会」
と
ち
がっ
て 、
こ
の
日
は、
か
な
り

大
酔
し
て
巡
査
に
抵
抗
し 、
一
時
分
署へ
拘
引

さ
れ
る
も
の
が
出
る
始
末
で 、
親
睦
に
快
を
極
め
た
若
も
の
の
カ
ラ
？

と
し
た
感
じ
が
読
み
と
れ
ま
せ
ん 。

明
治一
七
年
四
月 。
こ
れ
は
群
馬
事
件
の
直
前
で
す 。
そ
う
い
え
ば 、
一
行
の
な
か
の
「
俵
を
背
負
い 、
袴の
裾
を
高

く
と
り
草
桂
を
履」
い
た
掛
装
は、
貧
し
い
農
民
の
デ
モ
を
暗
示
し 、
「
張
り

子
の
生
首」
を
旗
と
馬
印
に
し
て
押
し

歩
く
「
激
烈
な
る
気
色」
の一
隊
は、
テ
ロ
リ
ス
ト

の
蛮
勇
を
誇
示
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。
と
く
に 、
気
に
な

る
の
は、
勢
揃い
の
意
気
高い
旗
や
の
ぼ
り
の
文
句
で
す 。

｜｜
「
自
由
の
血
祭」
「
自
由
の
仕
人」
「
魁」
「
勇
気
動
天

地」
「
地
獄
征
伐」
「
北
方」
等 。
な
か
で
も
「
自
由
の
血
祭」
「
自
由
の
仕
入」
の
意
味
は
？：：：
し
か
し 、
こ
の
並
置

に
よっ
て
「
自
由」
が一
つ
の
ア
ン
ピ
ヴ
ァ
レ
γ
ス
ハm
gv
吉
弘
g
g〉
に
か
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は、
わ
た
し
た
ち
に

も
分
か
り
ま
す 。
そ
れ
を
春
風
に
な
び
か
せ
な
が
ら、
も
の
い
わ
ぬ
学
生
た
ち
は、
お
そ
ら
く
自
由
民
権
運
動
の
凋
落
と

激
化
に
た
い
す
る
戸
惑
い
を
端
的
に
表
明
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す 。

窃
内
心
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
求
め
て

わ
た
し
た
ち
は
東
大
で
寄
宿
生
が
士
気・
元
気
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
た
こ
と
を
知っ
て
い
ま
す 。
い
い
か
え
れ
ば 、

そ
の
こ
ろ 、
学
生
た
ち
は、
お
互
い
の
眼
に 、
ど
こ
か
冷
淡
で
無
気
力
に
映っ
て
い
た
の
で
す 。
そ
し
て
そ
の
あ
と
乱
衆



行
動
は、
そ
の
・無
気
力の
原
因
が 、
ち
ょ
っ
と
し
た
陪
示
に
も
ひ
っ

か
か
る
ほ
ど
の
相
互の
「
孤
立」
に
あっ
た
こ
と
を

示
し
て
い
ま
し
た 。

一
方 、
私
学
の
学
生
た
ち
は、
民
権
こ
そ
語
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も 、
し
た
が
っ
て 、
植
木
枝
盛
の
い
う
よ
う
な
権
利

と
し
て
の
結
合
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も 、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
め
ぐ
ら
し
て 、
事
実
上
の
結
合
の
網
目
を
ひ
ろ
げ
て
い

ま
す。そ

こ
で 、
視
点
を
明
治
二
0
2
八
八
七）
年
に
移
し
ま
し
ょ
う 。

徳
富
蘇
峰
は
『
新
日
本
之
青
年』ハ
明
治二
O
年公
刊〉

第 1 章 歴史の なかの青年

の
付
録
に
つ
ぎの
よ
う
な
学
生
評
を
の
せ
て
い
ま
す 。

「
私
は
教
育
事
務
に
精
通
し
た
人
に
聞
い
た
の
だ
が 、
今
日
で
は、
ど
こ
の
学
校
で
も
学
校
と
し
て
の
体
面
と
資
格

を
そ
な
え
た
もの
の
校
内
で
は、
殆
ん
ど
あ
の
漢
学
塾
の
名
物
で
あっ
た
乱
暴
書
生
の
姿
が
み
ら
れ
な
く
なっ
た 。
概

し
て 、
今
日
の
学
生
は、
し
ば
し
ば
喧
し
い
理
屈
を
言
う
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
読
書
に
つ
と
め 、
学
科
の
授
業
に
も
欠

席
せ
ず 、
教
師
の
エ
ン
マ
帖
の
上
の
品
行
点
に
は 、
百
点
以
上
の
道
徳
家
も
少
な
く
な
い
そ
う
で
あ
る 。」
ハ意
訳
〉

こ
う
い
っ
て
蘇
峰
は 、
学
生
た
ち
に 、
もっ
と
フ
ァ

イ
ト

を
だ
せ 、
「
活
火」
を
も
や
せ 、
と
励
ま
すの
で
すが 、
外

か
ら
励
ま
さ
れ
て
出
す
元
気
が
ろ
く
な
元
気
で
な
い
こ
と
は
実
証
済
み
で
す。
わ
た
し
の
表
現
を
使
え
ば 、
元
気
と
い
う

の
は 、
自
己
と
か
か
わ
る
能
動
性
で
す。
し
か
し 、
そ
の
能
動
性
を
回
復
す
る
た
め
に
は、
既
述
の
よ
う
に 、
自
己
の
中

に 、
自
己
の
中
の
他
者
と
語
り
あ
う
相
談
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す。
孤
立
し
て
無
気
力
に
なっ
て
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い
る
連
中
が 、
ほ
ん
と
う
の
元
気
を
だ
せ
な
い
の
は、
そ
の
「
内
心
の
フ
ォ
ー
ラ
ム」
が
整っ
て
い
な
い
た
め
で
す 。
そ
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の
た
め
に
彼
ら
は、
自
分
の
責
任
で
自
分
自
身
に
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
ず 、
自
己
以
外
の
な
に
か
に
よっ
て
生
き
る
手

を
選
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
す 。
こ
れ
が
立
身
出
世
主
義
の
心
理
だ
と
わ
た
し
は
思
うの
で
す
が 、
し
か
し
見
方
を
か
え
れ
ば 、

こ
の
生
き
方
は
学
校
の
成
績
や
社
会
的
地
位
の
た
め
に 、
自
己
が
自
己
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る 、
自
分
を
失
う 、
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

こ
の
タ
イ
プ
の
典
型
が
『
浮
雲』
第一
編・
第
六
回ハ
明
治二
O
年〉
に
で
て
い
る
の
で
ち
ょ
っ
と
紹
介
し
ま
し
ょ
う 。

そ
の
名
は
ご
存
知 、
「
本
田
昇」
で
す 。

よ

勺お

兎
は
い
ふ
も
の
L
昇
は
才
子
で 、
能
く

課
長
肢
に
事へ
る 。
此
課
長
肢
と
い
ふ
お
方
は、
（中
略）
言
は
ば
自
由
主
義

の
圧
政
家
と
い
ふ
お
方
だ
か
ら、
哀
れ
や
属
官の
人
々
は
御
機
嫌
の
取
様
に
迷
つ
い
て
ウ
ロ
ウロ
す
る
中
に 、
独
り
昇

a
s’とわいろ

は
迷
っ
か
ぬ 。
ま
づ
課
長
肢
の
身
態
芦
音
は
お
ろ
か 、
咳
払
ひ
の
様
子
か
ら
噴の
仕
方
ま
で
真
似
た
も
の
だ 。
ヤ
其
ま

た
真
似
の
巧
な
事
と
い
ふ
も
の
は、
宛
も
其
人
が
其
処
に
居
て
云
為
す
る
が
如
く
で
そっ
く
り

其
盤 、
唯
相
違
と
言
ツ

て
は、
課
長
肢
は
誰
の
前
で
も
アハ
L
L
と
お
笑
ひ
遊
ば
すが 、
昇
は
人
に
依
ツ
て
エ
へ
－A
笑
ひ
を
す
る
而
巳 。

身
振
り

声
音
か
ら
咳
払
い 、
く
し
ゃ

み
の
仕
方
ま
で
真
似
る
こ
と
が
で
き
た
の
は、
本
田
昇
の
自
己
態
度
が
すっ
か
り

受
動
的
に
なっ
て
い
た
か
ら
で
す 。
昇
自
身
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
の
で
す
が 、
『
舞
姫』
ハ
森
鴎
外〉
の
「
豊
太
郎」
は
さ

ん
ざ
ん
悩
ん
だ
挙
旬 、
結
局 、
高
官の
お
ぼ
し
め
し
に
す
が
り
ま
す 。
こ
こ
で
は
そ
の
議
論
は
し
ま
せ
ん
が 、
迂
り
路の

有
無
を
除
け
ば
「
昇」
と
「
豊
太
郎」
は
同
系
列
の
人
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
で
し
ょ
う 。

つ
ぎ
は、
さっ
き
言っ
た
「
事
実
上
の
結
合」
で
す
が 、
そ
れ
を
こ
こ
で
「
突
際」
と
置
き
か
え
る
こ
と
に
し
ま
す 。
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内
田
魯
庵
に
よ
る
と 、
『
浮
雲』
の
お
勢
の
モ
デ
ル
は、
当
時
二
葉
亭
の
家
か
ら
速
か

ら
ぬ
と
こ
ろ
に
あっ
た
女
世
帯
の
主
人
で
す 。
彼
女
は
「
女
書
生
上
り」
で
男
と
ば
か
り

交
際
し
て
い
ま
す 。

ん？
と
ば
か
り

西
洋
の
本
を
噛っ
て
聯
か
趣
味
を
解
し
て
ゐ
た
の
と 、
配コ
l

ケ
y
ト

の
飛
上
り
で
洋
服
で
も
着
ゃ
う

と
い
ふ
質
だ
か
ら
所
調
新
時
代の
青
年
が
多
勢
出
入
り
し
て
ゐ
た 。
毎
晩
十
二
時
ご
ろ
ま
で
キ
ヤ
ツ
キ
ヤ
ツ
と
い
ふ
騒

ぎ
だ 。
其
頃
は
男
女
交
際
が
流
行
し
た
抑
々
の
初
め
で 、
口
口
会 、
ム
ム
倶
楽
部
な
ど
と
い
ふ
男
女
交
際
を
目
的
と
し

た
団
体
が
あっ
た 。
此
女
は
何
処へ
で
も
顔
を
出
し
て
随
分
顔
が
売
れ
て
ゐ
た
も
ん
だ 。

こ
の
証
言
の
と
お
り
な
ら
ば 、
ち
ょ
う
ど 、
明
治
二
O
年
前
後
は
若
も
の
の
聞
に 、
男
女
交
際
が
流
行
し
た
「
そ
も
そ

も
の
は
じ
め」
で
し
た 。
し
か
も 、
若い
層
だ
け
で
は
な
く 、
もっ
と
年
輩
者
も
気
軽
に
い
ろ
い
ろ
な
団
体へ
「
顔
を
出

す」
よ
う
に
なっ
て
い
ま
す 。
『
浮
雲』
第一
編・
第
四
回
で
お
政
は
こ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
い
ま
す 。

「
そ
れ
そ
れ
そ
の
親
睦
会
が
有
る
か
ら一
所
に
岱
か
う
ツ
て
ネ
お
浜
さ
ん
が
勧
め
き
る
ん
サ 。
私
は
新
富
座
か
二
丁

目
な
ら
兎
も
角
持
駒
な
珍
木
会
と
か
親
睦
会
と
か
い
ふ
者
な
ん
ざ
ア
（
中
略〉：：：
ウ
l

イ
プ
j
i－－

お
勢
が
岱
配
と
い

つ
曾
ゃ
い

い
つ

ふ
も
ん
だ
か
ら
仕
様
事
な
し
の
お
交
際
で
往
て
見
た
が
ネ 、
思
ツ
た
よ
り
は
サ 。
私
は
ま
た
親
睦
会
と
い
ふ
か
ら
大
方

aTヲぽ’L’仰

い

とん
だ

演
じ
ゆっ
会
の
や
う
な
種
の
も
ん
か
し
ら
と
お
もっ
た
ら、
な
ア
に
矢
張ロ聞
の
好
い
寄
席
だ
ネ 。
此
度
文
さ
ん
も
往
ツ

て
御
覧
な 、
木
戸
は
五
十
銭
だ
ョ 。」

ど
ん
な
有
様
だっ
た
で
し
ょ
う 。
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こ
れ
は、
文
脈
か
ら
見
て 、
会
費
制
の
フ
ァ
γ
ク
ラ
ブ
の
よ
う
な
も
の
ら
し
い
の
で
す
が 、
親
睦
会
と
い
う
か
ら
演
説

会
の
類
か
と
思っ
た 、
と
い
う
と
こ
ろ
が
面
白
い
で
し
ょ
う 。
も
う
親
睦
会
は、
こ
こ
で
も
あ
の
演
説
会
か
ら
切
り

離
さ
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れ
て
ひ
と
り
歩
き
し
て
い
た
の
で
す 。

し
み
を
分
か
ち
什
い
な
が
ら 、

こ
う
し
て
人
び
と
は
「
面
識」

を
ふ
や
し 、

従
来
の
性
や
階
層
の
カ
ベ
を
抜
け
て
対
人
関
係
が
枝
分
か
れ
し
て
い
く
楽

し
だ
い
に 、

時
代
の
苦
悩
を
忘
れ
去
る
か
の
よ
う
に
見
え
ま
し
た 。

し
か
し 、

は
た
し
て 、

そ
れ
だ
け
で
い
い
の
だ
ろ
う
か 、

と
二
葉
亭
は
問
い
か
け
ま
す 。

む
し
ろ 、

自
問
自
答
を
繰
り
か
え
し
た 、

と
い
っ

た
ほ

う
が
い
い
で
し
ょ
う
か 。

彼
の
「
人
生
問
題」

は
『
浮
雲』

の
「
文
三
」

が
試
み
た
よ
う
に 、

要
す
る
に 、

自
・

他
の
相

互
媒
介
を
通
じ
て 、

自
己
の
存
在
を
問
い
つ
め
る
こ
と
だ
っ

た 、

と
思
い
ま
す 。

蘇
峰
の
『
新
日
本
之
青
年』

を
読
ん
で
感
激
し
て
い
た
二
葉
亭
は 、

明
治
二
O
年
八
月 、

そ
れ
こ
そ
一

面
識
も
な
い
彼

を
訪
問
し
ま
す 。

蘇
峰
の
こ
の
著
書
は 、

日
本
の
進
路
に
新
し
い
光
を
投
げ
か
け
た
大
文
章
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
た
の

で
す
が 、
「
諸
君
ハ
之
ヲ
日
本
ノ
小
時
勢
ヨ
リ
シ
テ
ハ

、

不
幸
ノ
場
合
ニ
在」

る
け
れ
ど
も 、
世
界
の
大
時
勢
か
ら
見
れ
ば 、

幸
福
の
場
合
に
あ
る 。

停
滞
は

進
歩
と
戦
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら 、
「
吾
人
ハ
諸
君
ト

共
ニ

此
ノ
第
十
九
世
紀
宇

だい内
文
明
ノ
大
気
運
ニ
頼
テ
我
国
ノ
時
勢
ヲ
一

変
シ 、

以
テ

知
識
世
界
第
二
革
命
ヲ

成
就
セ
ン
ト

欲
ス
」

と
論
じ 、
「
世
界

文
明
の
大
気
運」

を
前
に
し
て 、

も
し
心
配
な
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば 、
そ
れ
は
日
本
の
青
年
に
自
立
と 、

進
取
と 、
「
自

カ
ラ
運
動
ス
ル
」
「
猛
士山
勇
断
」

の
な
い
こ
と
で
あ
る 、

と
い
う
主
旨
な
の
で
す 。

二
葉
亭
の
問
題
意
識
と
は
ち
ょ
っ
と 、
も
の
さ
し
が
合
わ
な
い
感
じ
で
す
ね 。

ど
う
や
ら 、
こ
の
「
交
際」

は
失
敗
で
し

た 。

蘇
峰〈
当
時
二
五
歳）
は
四
迷ハ
当
時
二
四
歳）
を
理
解
で
き
ず 、

四
迷
は
蘇
峰
に
失
望
し
ま
す 。

最
後
に 、
四
迷
は
蘇
峰
に 、

：
：
：

イ
ヤ
イ
ヤ
晩
く
先
生
に
知
ら
れ
ん
は
早
く
知
ら
れ
る
愉
快
に
如
か
ず 。

先
生
の
自
ら
レ
コ
グ
ナ
イ
ズ
す
る
を
待
つ



は、
自
ら
進
ん
で
レ
コ
メ
γ
ド

す
る
の
壮
快
な
る
に
如
か
ず 。
鳴
呼
先
生
小
生
は
正
直
な
る
人
間
に
な
ら
ん
と
欲
す
る

も
の
に
御
座
候 。

と
い
う
手
紙
を
送
る
の
で
す
が 、
ぼ
く
は、
こ
の
不
協
和
は
「
文一ニ」
と
「
お
勢」
の
交
渉
の
な
か
に
形
象
化
さ
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す。

そ
ん

文
三
は
内
心
の
内
心
で
は
尚
ほ
ま
だ
お
勢
に
於
て
心
変
り
す
る
な
ど
と
云
ふ
其
様
な
水
臭い
事
は
無
い
と
信
じ
て
ゐ

た 。
尚
ほ
ま
だ
相
談
を
懸
け
れ
ば
文
三
の
思
ふ
通
り
な
事
を
云
っ
て 、
文
三
を
励
ま
す
に
相
違
な
い
と
信
じ
て
ゐ
た 。

怯なしあい

はら

き

おしほか

開民間】】mwロ
巳
宮口
（
示
談） 、
と
吐
を
極
め
て
み
る
と 、
大
き
に
胸
が
透
い
た 。
己
れ
の
打
解
け
た
心
で
推
測
る
ゆ
え 、

すと

左
程
に
難
事
と
も
思へ
な
い 。
も
ウ
些
し
の
辛
抱 、
と 、
哀
む
可
し 、
文
三
は
眠
ら
で
と
も
知
ら
ず
夢
を
見
て
い
た 。

第1章 歴史のなかの育年

「
文一ニ」
と
「
お
勢」
の
交
流
の
な
か
に
あ
るべ
く
し
て
な
か
っ

た
も
の 、
そ
れ
は、
ふ
た
り
が
顔
と
顔
を
見
合
わ
せ

な
が
ら 、
気
持
の
上
で
は
肩
と
肩
を
並べ
て
同
じ
方
向
に
視
線
を
の
ば
し 、
そ
の
向
こ
う
に
真
理
を
み
つ
め
る
主
権
者
の

姿
勢
で
は
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
か 。
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わ
た
し
は
そ
の
達
成
を 、
藤
村
の
『
破
戒』
（
明
治三
九
年）
に
出
て
く
る
「
丑
松」
の
な
か
に
見
て
い
る
の
で
す
が 、
も

う
紙
幅
が
な
く
な
り
ま
し
た 。
も
し
お
読
み
で
な
か
っ

た
ら、
ど
う
か 、
ご一
読
く
だ
さ
い 。
こ
こ
で
は
彼の
つ
ぶ
や
き

だ
け
留
ど
め
て
お
き
ま
す。

E’か

は
げ

「
し
か
し 、
其
が
奈
可
し
た 。」
と
丑
松
は
豆
畠
の
聞
の
細
道へ
さ
し
か
L
っ

た
時 、
自
分
で
自
分
を
激
励
ま
す
や
う

に
言っ
た 。
「
自
分
だっ
て
社
会
の一
員
だ 。
自
分
だっ
て
他
と
同
じ
ゃ
う
に
生
き
て
居
る
権
利
が
あ
る
の
だ 。」
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リ
ポ
ー
ト
ω
「
歴
史
の
な
か
の
青
年
」

を
読
ん
で

成
瀬

功

こ
の
章
で
は、
明
治
期
日
本
と
い
う一

応
の
近
代
的
統一
国
家
の
生
み
だ
さ
れ
る
過
程 、
特
に
明
治
十
年
代
の
青
年
が

何
を
思
い 、
ど
う

生
き
た
か
に
つ
い
て
「
文
学
の
中
の
青
年
を
取
り
上
げ」
つ
つ
内
面
の
形
成
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い

ま
す 。日

本
の
近
代
は、
取
り

返
し
の
つ
か
な
い
きっ
か
け
を
何
度
か
取
り

逃
が
し
つ
つ
こ
こ
ま
で
来
て
し
まっ
た
と
言
わ
れ

ま
す 。
取
り

返
し
の
つ
か
な
い
きっ
か
け
と
は、
明
治
の
十
年
代
自
由
民
権
運
動
あ
る
い
は、
十
五
年
戦
争
の
敗
戦 、
そ

し
て 、
占
領 、
新
憲
法
と
続
く
時
点
や
事
件 、
こ
と
に
「
戦
争
責
任」
の
追
求
の
問
題
等
が 、
そ
れ
に
あ
た
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う

か 。

明
治
の
青
年
と
青
年
た
ち
が
取っ
た
態
度
や
生
き
方
に
お
け
る
い
わ
ば
「
痛
恨
度」
の
細
か
な
検
証
が
必
要
だ
と
思い

ま
す 。中

川
先
生
は、
「
ぼ
く
た
ち
は、
い
ま
生
き
て
動
い
て
い
る
『
現
在』
の
中
に
『
過
去』
に
共
通
す
る
歴
史
的
連
関
を



把
え
る
こ
と
が
で
き 、
し
た
がっ
て 、
こ
れ
か
ら
さ
き 、
ぼ
く
た
ち
自
身
が
創
出
すべ
き
時
代へ
の
課
題
を
見
通
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す 。」
と 、
こ
の
「
歴
史
の
中
の
青
年」
の
方
向
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す 。
「
未
清
算の
過

去」
を
「
未
清
算
の
ま
ま
葬
り
去
る」
の
で
は
な
く 、
過
去
か
ら
受
け
継
い
だ
私
た
ち
の
財
産
を
検
証
し
て
み
る
こ
と
が

現
状
認
知
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
と
思い
ま
す 。

「
じっ
さ
い 、
少
し
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
だ
け
で
憲
法
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て 、
国
家
機
密
法
に
執
念
を
も
や
し 、
子

ど
も
た
ち
に
日
の
丸
と
君
が
代
を
強
制
し 、
い
わ
ゆ
る
偏
差
値
に
よ
る
輪
切
り
を
容
認
し
て
い
る
今
日
の
政
府
が 、
じ
つ

は
明
治
初
期
に
新
聞
と
言
論
を
抑
圧
し 、
軍
人
勅
論
を
兵
隊
と
国
民
に
憶
え
こ
ま
せ 、
加
藤
弘
之
の
ダ
ー
ウ
ィ

ニ
ズ
ム
を

体
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の一
翼
に
加
え
た
太
政
官
府
と 、
い
ま
な
お
心
理
学
的
な
意
味
で
『
同
型』
C
g
Bo

弓Z『〉
で
あ

歴史のなかの青年

る
こ
と
が 、
ぼ
く
た
ち
に
も
分
る
で
し
ょ
う 。」

明
治
の
社
会
的・
政
治
的
変
革
に
伴
う
明
治
十
年
代
を
頂
点
と
し
て
お
こ
っ
た
自
由
民
権
運
動 、
「
自
由
の
た
め
の
闘

い」
は
何
で
あっ
た
の
で
し
ょ
う 。

中
川
先
生
は、
実
際
的
運
動
に
も
た
ず
さ
わ
り 、
ま
た
最
大
の
理
論
的
指
導
者
の一
人
「
中
江
兆
民」
「
植
木
校
盛」

を
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
ま
す 。

第1章

ル
ソ
ー

な
ど
の
自
由
と
い
う
概
念の
背
後
に
は、
平
等
と
い
う
観
念
が
くっ
つ
い
て
お
り
ま
す 。
兆
民
も
ル
ソ
ー

の
よ

う
に
自
由
よ
り
も
む
し
ろ
平
等
と
い
う
考
え
方
が
強
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す 。
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「
ス
チュ
ア
l
ト
ミ

ル
云へ
リ

真
理ハ
衆
説
相
抵
激
ス
ル
ノ
間ヨ
リ

発
ス
ト 、

文
云へ
リ

諸
説
大
抵
皆一
片
ノ
真
理
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ヲ
包
含ス 、
故ニ
必
ズ
相
対
論
琢
麿
ス
ル
ユ
非
ザ
レ
バ
以
テ
完
全
ノ
真
理
ヲ
求ム
可
カ
ラ
ズ
ト」
（「兆
民」〉

上
意
下
達
の
「
命
令
型コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l

シ
ョ

ソ」
で
は
な
く 、
中
川
先
生
は
「
相
談
型コ
ミュ
ニ
ケ
l

シ
ョ

γ」
の
あ

り
方
を
兆
民
を
通
し
て
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す 。

「
お
互
い
が
肩
と
肩
を
並べ
て 、
同
じ
方
向
に
視
線
を
の
ば
し 、
恰
か
も
そ
の
平
行
線
が
交
わ
る
と
こ
ろ
に

n
真
理H

を
お
い
て
見つ
め
る
よ
う
な
関
係
に
立
つ
こ
と
が
必
要
で
す 。
逆
に
そ
う
い
う
関
係
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば 、

ぼ
く
た
ち
は
誰
と
で
も
H

私
意H
を
抜
き
に
し
て
協
力
で
き
る
し 、
そ
の
協
力
に
よっ
て
主
体
性
を
失
う
の
で
は
な
く 、

か
えっ
て
他
者
の
補
助
を
介
し
て 、
そ
れ
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す 。」

兆
民
は
「
自
由ハ
取ル
可
キ
物
ナ
リ 、

貰
ウ
可
キ
品ニ
非
ズ」
と
述べ
て
い
ま
す
が 、
そ
れ
は
単
に
自
由
の
実
現
と
い

う
問
題
と
し
て
だ
け
提
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く 、
そ
こ
に
平
等
と
い
う
観
念
が
大
き
な
比
重
を
もっ
て
い
た
よ
う
で
す 。

「
人
聞
は
平
等
で
あ
る」
と
い
う
考
え
方
を
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
時 、
自
由
が
擁
護
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
す 。
他
者
の
犠
性
の
上
に
自
己
の
自
由
の
権
利
は
保
障
さ
れ
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら。

植
木
校
盛
の
「
貧
民
論」
を
介
し
て 、
「
相
談
型コ
ミ
ュ
ニケ
l

シ
ョ

γ」
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
ま
す 。

「
義
務
と
は
権
利
の
侵
害
に
抵
抗
す
る
こ
と
だ 、
と
い
う
イェ
l
リ
ン
グ
と
論
旨
は
同
じ
で
す 。
：：：

彼
は
い
か
に

『
卑
屈
の
病
に
染
む』
貧
民
と
い
う
ど
も 、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
中
の
相
談
型コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
を
通
じ
て 、
必
ず『
自

己』
の
中
に
『
他
者』
の
励
ま
し
の
声
を
き
き 、
従っ
て 、
権
利
の
た
め
の
自
己
と
の
か
か
わ
り
を
持
続
的
な
も
の
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ 、
と
い
う
見
通
し
を
立
て
て
い
ま
し
た 。」



吸
い
込
み
穴
の
よ
う
な
学
校
教
育
を
介
し
て
社
会
的
上
昇
を
迫
ら
れ
て
い
る
渦
巻
構
造
の
な
か
に
お
か
れ
て
い
る
現
代

の
青
年
は
仲
間
と
共
有
す
る
目
標
を
見
定
め
ら
れ
ず 、
自
分
は
誰
か
ら
も
一評
価
さ
れ
な
い
脱
落
者
で
は
な
い
の
か
と
い
う

不
安
が
つ
き
ま
と
い
「
相
談
型コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン」
を
失
い 、
「
自
我」
は
と
て
も
不
安
定
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

現
代
の
「
青
年
像」
と
重
ね
な
が
ら 、
先
生
は
『
浮
雲』
の
「
文一一
己
を
語っ
て
お
ら
れ
ま
す。

「『
文
三』
と
『
お
勢』
と
の
交
流
の
中
で
あ
る
べ
く
し
て
な
か
っ

た
も
の 、
そ
れ
は、
ふ
た
り
が
顔
と
顔
を
見
合
わ

せ
な
が
ら 、
気
持
の
上
で
は
肩
と
肩
を
並べ
て
同
じ
方
向
に
視
線
を
の
ば
し 、
そ
の
向
こ
う
に
真
理
を
を
見つ
め
る
主

第1 Jii: 歴史のなかの育年

権
者
の
姿
勢
で
は
な
かっ
た
で
しょ
う
か
に

「『
天
皇
主
権』
の
体
制
が
悶
ま
り 、
自
由
民
権
の
中
枢
が
崩
壌
す
る
と 、
青
年
達
は、
民
権
を
語
ら
ず
と
か
く
無
理
想 、

小
利
口
と
さ
れ
る
時
代
が
やっ
て
来
ま
す。」
と
の
指
摘 、
重
く
痛
ま
し
い
も
の
で
す。

「『
未
清
算
の
過
去』
の
諸
問
題」
を
掘
り

起
こ
し
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て 、
現
実
に
進
行
し
つ
つ
あ
るバ
ラバ
ラ
に

さ
せ
ら
れ
孤
立
し
た
脊
年
の
な
か
に
「
相
談
型コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン」
を
ど
う

築
い
て
い
っ

た
ら
よ
い
か 。

丑
松の
「
自
分
だっ
て
社
会
の一
員
だ 。
自
分
だ
っ
て
生
き
て
居
る
権
利
が
あ
る
の
だ 。」
の
芦
に
耳
を
頃
け
た
い 。

激
石
は
「
現
代
の
社
会
は
孤
立
し
た
人
間
の
集
合
体
に
過
ぎ
な
かっ
た 。
大
地
は
自
然
に
続
い
て
い
る
け
れ
ど
も 、
其

上
に
山本
を
建
て
た
ら 、
忽
ち
切
れ
切
れ
に
なっ
て
仕
舞っ
た 。
家
の
中
に
い
る
人
間
も
亦
切
れ
切
れ
に
なっ
て
仕
舞っ

た 。」
Qそれ
か
ら』〉
と
述べ
て
い
ま
す。
バ
ラバ
ラ
に
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く

現
実
の
な
か
で
「
相
談
型コ
ミュ
ニ
ケ
l

シ
ョ

49 

γ」
が
未
来
に
向
か
っ
て
の
私
達
の
主
権
者
と
し
て
の
姿
勢
を
明
確
に
し
て
ゆ
く
も
の
と
思
い
ま
す。



ラ。

中
川
先
生
の
こ
の
論
文
は、
「
明
治
の
青
年」
の
痛
み
を
通
し 、
現
在
の
私
達
の
主
権
者
と
し
て
の
立
場
を
明
ら
か
に

し
た
も
の
と
思
い
ま
す。
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本
執
筆
者
中
川
作一
先
生
は
今
か
ら
二
O
年
前
に
『
青
年
心
理
学』
ハ
法
政
大
学出
版局 、

ま
す。
そ
の
な
か
で

n
日
本
の
青
年
の
生
い
た
ちu
に
つ
い
て 、
次
の
よ
う
な
視
点
に
立っ
て
論
究
し
て
い
ま
す。

①
世
阿
弥
の
発
達
観 、
②
死
ぬ
た
め
の
武
士
道
修
業 、
③
「
好
色一
代
男」
の
ば
あ
い 、
④
郷
中
と
若
者
制
度 、

⑤
維
新
の
志
士
の
二
つ
の
面 、
⑥

n
民
権u
が
さ
さ
え
た
人
民
教
育 、
⑦
維
新
政
権
と
「
参
議
熱」 、
＠
開
化
思
想
か

ら
”

和
魂
洋
才M
へ 、
＠
軟
派
硬
派
の
わ
か
れ
み
ち 、
⑮
学
制
に
よ
る
二
通
り
の
青
年 、
⑪
「
父
母ニ
孝」
と
い
う

論

理 、
⑫
「
若
者
組」
の
そ
の
後 。

本
論
文
も
こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
論
稿
で
す 。

一
九六
七
年〉
を
著
わ
し
て
い



わ
が
国
の
青
年
心
理
学
界
に
お
い
て
H

日
本
の
青
年
の
生
い
た
ちμ
に
つ
い
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
こ
だ
わっ
て
い
る
研

究
者
は
そ
う
多
く
な
い
の
で
す 。

何
故
に、

中
川
先
生
は
こ
う
も
こ
だ
わ
り

続
け
る
の
で
し
ょ
う

か 。
本
論
文
で
先
生
は
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
こ
と
に
読
者
は
気
づ
く
こ
と
で
し
ょ
う 。

「こ
う
し
て
明
治
青
年
ま
で
さ
か
の
ぼっ
て 、
彼
ら
が
何
を
思
い 、
ど
う

生
き
た
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は、
一

見
迂
遠
な
よ
う
で
す
が 、
そ
れ
は、
現
状
認
知
を
深
め
よ
う
と
す
る
現
代
の
青
年
に
とっ
て
は、
か
えっ
て
効
率
の
い

ぃ 、
ま
た
不
可
欠
な
方
法
で
あ
る
と
ぼ
く
は
思
う
の
で
す 。
じっ
さ
い 、
少
し
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
だ
け
で 、
憲
法
を

な
い
が
し
ろ
に
し
て：：
人中
略〉：：：
い
る
今
日
の
政
府
が 、
じ
つ
は
明
治
初
期
に
新
聞
と
言
論
を
抑
圧
し 、
：：：ハ中

第 1章 歴史のなかの育年

略〉：：：
政
府
と
い
ま
な
お：：：
『
同
型』
で
あ
る
こ
と
が
ぼ
く
た
ち
に
も
分
か
る
で
し
ょ
う 。」
ハ
本
書二
五ペ
ージ〉

きっ
と
先
生
は、
青
年
の
先
達
者
と
し
て
n

過
去
に
学
ば
な
き
者
は
未
来
か
ら
み
す
て
ら
れ
る
ぞu
と
訴
え
た
い
の
だ

ろ
う
と
お
もい
ま
す 。
筆
者
も
同
感
で
す 。

さ
て 、
本
論
文
は
近
代
日
本
の
青
年
期
の
成
立
を
明
治
の
初
期
の
歴
史
に
照
合
し
つ
つ 、
そ
の
群
像
を
文
学
の
な
か
に

発
見
せ
ん
と
試
み
ら
れ
て
い
ま
す 。

ラ Z

坪
内
迫
遁ハ一
八
五
九
t一

九三
五
年〉 、
北
村
透
谷ハ一
八
六
八
t一

八
九
四
年〉 、
徳
富
童
花（一
八
六
八
J一

九
二
七
年） 、

徳
富
蘇
峰ハ一
八
六三
J一

九五
七
年） 、
二
葉亭
四
迷ハ一
八
六
回
t一

九
O
九
年〉 、
島
崎
藤
村（一
八
七二
J一

九四三
年〉
ら

の
文
学
を
と
お
し
て
明
治
青
年
の
群
像
を
詳
論
し
て
い
ま
す。
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読
者
は
ぜ
ひ
こ
う
し
た
人々
の
作品に
目
を
と
お
し
て
ほ
しい
もの
で
す 。

筆
者
は、
さ
ら
に
森
鴎
外（一
八六二
J一

九二二
年〉
の
『
青
年』 、
有
島
武
郎〈一
八七八
t一

九二三
年）
の
『
星
座』

に
ふ
れ
て
も
ら
え
る
な
ら
ば 、
明
治か
ら
大正 、
そ
し
て
昭
和へ
の、
つ
ま
り一

五
年
戦
争
を
準
備
し
たファ
シ
ズム
下

に
あっ
て

H
青
年よい
か
に
生
きる
か
をu
聞い
続
け
た
「
良心」
が
み
え
て
く
る
の
で
は
ない
か
と
お
も
うの
で
す 。

「
純一
が
日
記の
断
片 。

十一
月三
十
日 。
晴
れ 。
毎
日
凡
帳
面に
書
く
日
記で
で
も
ある
よ
うに 、
天
気を
書
くの
もお
か
しい 。
ど
うし

て
も
お
れに
は
続い
て
日
記
を
書
く
とい
うこ
と
が
で
きない 。
こ
な
い
だ
大
村
を
尋
ね
て
行っ
た
時に 、
その
話
を

いるいる

し
た
ら、
『
人
聞
は
種々
な
もの
に
し
ば
ら
れ
てい
る
か
ら、
自
分
で
自
分
を
まで
し
ば
ら
な
く
て
もい
い
じゃ
ない

か』
と
言っ
た 。
な
る
ほ
ど 、
人
聞
が
生
きてい
た
と
言っ
て 、
何
も
あ
くせ
く
と
し
て
日
記
を
付
け
て
置か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
とい
う
もの
で
は
あ
る
まい 。
し
か
し
日
記に
し
ば
ら
れ
ずに
何
を
する
か
が
問
題で
ある。
何の
目
的

の
た
め
に
自
己
を
解
放
す
る
か
が
問
題で
あ
る。
ハ中略）

そ
れ
な
ら
ど
う
し
た
らい
い
の
か。

生
きる。
生
活
する。

答
え
は
簡
単で
あ
る 。
し
か
し
その
内
容
は
簡
単
どこ
ろ
で
は
な
い」（『青年』一
九
二
年〉

そ
し
て 、
有
島
は、
一
九二
二（大正一一）
年
『
星
座』
の
な
か
で 、
札
幌
農
業
専
門
学
校
在
学
中の
彼の
人に
時
計

台の
鐘に
掘
りつ
け
で
あっ
た一
文に
青
春の
感
動
を
語
ら
せ
て
い
る
の
で
す 。



「
科
学
は
芸
術な
り 。
：：：

真
理
は
支
配せ
ず」
と 。

し
か
し 、
その
後の
わ
が
国の
歴
史に
あっ
て
青
年は
どの
よ
うに
扱
わ
れて
き
た
の
で
しょ
う
か。

『
戦
艦
大
和』（士ロ凹満著〉
に
象
徴
さ
れ
る
事
態の
な
か
で
尊い
生
命が
「
国の
た
め
に」
とい
う

美
名の
下で

H
殺

さ
れ
たμ
の
で
す 。

戦
後
四
O
余
年 、
戦
争
を
知
ら
な
い
青
年た
ち
は
」一
度
と
戦
争
はお
こ
し
ま
せ
んM
とい
う
ち
かい
を
先
輩
た
ち
に

明
言
し 、
行
動
す
る
責
務が
あ
り
ま
す 。
その
力 、
良心
こ
そ、
現
代に
生
き
る
青
年
群
像に
発
見し
たい
もの
で
す o

n
歴
史の
な
かの
青
年u
とい
う
視
点
を
青
年
自
身の
な
かに
宿
し
う
る
作
業こ
そ
今
日の
青
年心
理
学の
重
要な
課
題

と
い
え
ま
しょ
う 。
本
論
文
は
その
契
機
を
作っ
て
く
れ
て
い
ま
す 。

（大阪教育大学教授）
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2

章

自
分
を
つ
く
る

高
垣
忠
一

郎

青
年
期
に
お
け
る
自
己
形
成
の
課
題

綴「
自
分」
が
な
い
｜｜
「
自
分」
の
内
容

「こ
れ
まで
完ぺ
きな
優
等
生で
やっ
て
き
た 。
優
等
生の
仮
面
を
か
ぶっ
て
やっ
て
きた 。
中
学
まで
は
ま
だ
余

裕が
あっ
た 。
し
か
し 、
高
校に
入
る
と
み
ん
な
が
か
しこ
く 、

立
派に自
分
とい
う
もの
を
もっ
てい
る
よ
うに
思

え 、そ
れ
に
ひ
き
か
え
私
は自
分
とい
う
もの
が
な
い
とい
う自
信の
な
さ、
劣
等
感
を
強
く
感じ
は
じ
め
た 。

他
人が
み
る
優
等
生
と
し
て
の
自
分
と自
分
が
内
心
感じ
て
い
る自
分
と
の
あい
だ
に
大
き
な
ギャ
ッ

プ
が
あっ
た 。

内心
感じ
て
い
る自
分
は、
ほ
ん
と
うに
ちっ
ぽ
けで
自
信の
ない
自
分
だ 。
み
ん
な一
生
懸
命が
ん
ばっ
て
着
実に

自
分
とい
う
もの
をつ
くっ
て
きて
い
る
の
に 、
私
は
周
囲の
期
待
や
イメ
ー

ジ
に
あ
わせ
て自
分
をつ
くる
の
に
汲

混
と
し
て
きで 、
ほ
ん
と
うの
自
分
とい
う
もの
が
な
かっ
た 。」

55 

こ
れ
は
登
校
拒
否を
克
服
し
た
あ
る
女
子
高
校
生の
語っ
たこ
と
ば
で
す 。
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同
年
輩の
仲
間
を
見
渡せ
ば 、
み
ん
な
が
立
派に
「
自分」
とい
う
もの
を
もっ
て
い
る
よ
うに
み
え
る。
とこ
ろ
が

自分
はこ
れ
ま
で
周
聞の
期
待に
自
分
を
あわ
せ
るこ
と
に
精一
杯で 、
「こ
れこ
そ自
分
だ」
と自
信
を
もっ
て
言
え

る
もの
が
ない 。

こ
の
よ
うな
内
心自
分
が
感じ
て
い
る自
分
と 、
周
囲の
目に
映
る
「
優
等
生」
と
し
て
の自
分
との
ギャ
ッ

プ
か
ら

くる
緊
張
感が
耐
え
ら
れる
限
度
を
越
え
た
と
き 、
彼
女
は
登
校
拒
否に
陥っ
た
の
で
す 。

そ
れに
し
て
も 、
彼
女
は
「
優
等
生」
と
し
て
優
れ
た
能
力
や
よ
い
特
性
を
もっ
て
い
る
の
に 、
な
ぜ
そ
れに「
こ
れ

こ
そ自
分
だ」
と自
信
を
もつ
こ
と
が
で
きな
かっ
た
の
で
しょ
う 。

私
た
ち
が
「自
分」
とい
う
もの
を
意
識
する
と
き 、
その
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
す 。
身
体
的な
特
徴 、
種々
の
能
力 、

性
格 、
好み 、
趣
味 、
信
条 、
価
値
観な
ど 、
さ
ま
ざ
ま
な
もの
を
意
識し
ま
す 。
し
た
がっ
て 、
「自
分
を
つ
くる」

と
か
「自
己
形
成」
と
か一
口
に
言っ
て
も 、
体
力づ
く
り 、
能
力の
形
成 、
性
格
形
成 、
思
想や
価
値
観の
形
成な
ど 、

い
ろい
ろ
な
内
容
を
考
え
るこ
と
が
で
き
ま
す 。

し
か
し 、
その
な
か
で
も
青
年
期に
お
け
る
中
心
的な
課
題とい
え
ば 、
何で
しょ
うか 。
そ
れ
は
自分
の
行
動 、
ひ

い
て
は
生
き
方を
選
択
する
基
準
と
な
る
もの
の
見
方
や
感じ
方 、
すな
わ
ち
価
値
観の
形
成で
す 。

青
年
期
は自
分
の
人
生の
主
人
公
と
し
て
船
出
し
て
い
く

最
終
準
備の
時
期に
あ
た
り
ま
す 。
自
分
で
自
分の
人
生の

舵
と
り
が
で
きて 、
は
じ
め
て
その
人
は自
らの
人
生の
主
人
公で
あ
り
え
ま
す 。
そし
て
自
分
で
自分
の
人
生の
舵
と

り
が
で
きる
た
め
に
は、
羅
針
盤に
あ
た
る
価
値
観
を
しっ
か
り
と
もっ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん 。
その
価
値
観が



な
け
れ
ば 、
風
向
き
や
潮の
流
れの
変
化
によっ
て 、
自
分
の
人
生
航
路が
右
往
左
往
するこ
と
にな
り
ま
す 。

協「
自
分」
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は

「自
分」
とい
う
もの
を
しっ
か
り
もっ
てい
る
人
と
い
う
の
は、
行
動や
生
き
方の
基
準
とな
る自
分
自
身の
もの

の
見
方 、
感
じ
方 、
その
土
台と
な
る
価
値
観
を
しっ
か
り
と
もっ
て
い
る
人の
こ
と
を
言
〉の
で
しょ
う 。

こ
の
よ
うに
み
て
く
る
と 、
先
述の
女
生
徒が
「自
分
とい
う
もの
が
な
い」
と
感じ
た
意
味が
理
解で
き
ま
す 。
彼

女
は
周
囲の
期
待に
合
わ
せ 、
周
囲の
価
値
観
を
基
準
に
生
きて
きて 、
自
分
自
身の
価
値
観
を
もっ
てい
な
かっ
たの

で
す 。

自 分をつ く る

い
く
ら
す
ぐ
れ
た
能
力
や
特
性
を
身に
つ
けて
い
て
も 、
そ
れ
だ
け
で
は
「こ
れこ
そ自
分
だ」
と自
信
を
もっ
て
言

え
る
もの
と
はな
り
ま
せ
ん 。
そ
う
し
た
能
力
や
特
性
を
ど
の
よ
うに
使い 、
どの
方
向に
何
を
実
現
する
た
め
に
発
揮

する
の
か 、
その
方
向
を
与
え
る
価
値
観が
と
もなっ
て
こ
そ、
「こ
れこ
そ
自分
だ」
と自
信を
も
て
る
「自
分」
と

な
るの
で
す 。

第 2章

子
ど
も
時
代に
は、
ま
だ
自分
を
方
向づ
ける
価
値
観
を
外か
ら
与
え
ら
れ
てい
て
も 、
その
こ
と
に
疑
問
を
覚え
る

ほ
ど自
分
を
問
題
視
する
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん 。
む
し
ろ
親
や
先
生の
価
値
観
を
基
準に
ほ
め
ら
れ 、
認め
ら
れ
れ
ば 、

単
純に
う

れ
し
い
の
で
す 。
「
勉
強が
で
きる」
と
言っ
て
ほ
め
ら
れ 、
「
ま
じ
め
だ」
と一言っ
て
認め
ら
れ
れ
ば 、
そ
れ

で
う

れ
し
く 、
誇ら
し
く
さ
え
感じ
るこ
と
で
しょ
う 。
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し
か
し 、
や
が
て
「
勉
強
が
で
き
る」
「
ま
じ
め
で
あ
る」
と
い
う
こ
と
が 、
他
な
ら
ぬ
自
分
に
とっ
て
ど
うい
う
価
値

や
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
聞い
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
時
が
き
ま
す 。

子
ど
も
時
代
に
親
を
は
じ
め
周
囲
の
お
と
な
と
の
交
流
の
な
か
で 、
私
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
価
値
観 、
もの
の
見
方
や

感
じ
方
を
お
と
な
か
ら
取
り
入
れ
て
き
て
い
ま
す 。
そ
の
多
く
は
無
意
識
に 、
受
動
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
もの
で
す
が 、

今
度
は
そ
れ
ら
を
取
捨
選
択
し
な
が
ら
自
分
自
身
の
価
値
観
を
再
構
成
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん 。

そ
し
て
そ
の
価
値
観
の
も
と
に 、
子
ど
も
時
代
か
ら
身
に
つ
け
て
き
た
種々
の
能
力
や
特
性
に
光
を
あ
て
直
し 、
価
値

づ
け
し
直
し 、
自
分
を
再
編
成
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん 。
そ
の
よ
う
に
し
て
初
め
て
「
こ
れ
こ
そ
自
分
だ」
と
自
信
を

も
て
る
「
自
分」
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す 。

今
日
の
青
年
の
価
値
観
と
生
き
方

m
プ
ロ
テ
ウ
ス
的
生
き
方
と
価
値
観

青
年
期
は
こ
れ
か
ら
の
人
生
の
羅
針
盤
と
な
る
価
値
観
を
形
成
し 、
自
分
を
確
立
し
て
ゆ
く
こ
と
が
課
題
で
あ
る
述べ

ま
し
た 。

と
こ
ろ
が 、
今
日
の
わ
が
国
の
よ
う
に
「
価
値
観
が
多
様
化」
し 、
か
っ
「
変
動
の
激
しい
時
代」
に
お
い
て
は、
自

己
の
人
生
の
羅
針
盤
と
な
る
価
値
観
を
形
成
す
る
こ
と
が
た
い
へ
ん
困
難
だ
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す 。



ひ
とつ
の
価
値
観に
固
執し
て
生
きて
い
て
は
時
代に
と
り

残
さ
れる
が
ゆ
えに 、

＊ 

む
し
ろ
価
値
観
を
確
立し
ない
で 、
自
分
の
出
会
う
場の
状
況に
応じ
て
プロ
テ
ウ
ス
の
よ
うに
変
幻
自
在に
「
変’身」

し
て
ゆ
く
生
き
方が 、
望
ま
しい
適
応
的
な
生
き
方で
あ
り 、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
する
青
年が
増
え
て
い
る
との
指

摘
さ
え
あ
り
ま
す 。

その
よ
う
な
社
会に
お
い
て
は、

＊ 

プロ
テウス
とは 、
ギリシャ
神話に
出て
くる

海神で 、
大蛇 、
ライオγ 、
竜 、
火 、
洪水と何にでもなれるが 、
た

だ
一
つ
自
分
自
身に
だ
け
は
な
れ
な
い
と
い
う
変
幻
自
在
の
神
の
こ
と
で
す。

は
た
し
て
その
よ
う
な
指
摘が
あ
たっ
て
い
る
の
か
ど
うか

考え
て
み
たい
と
思い
ま
す 。
そ
れ
を
考え
る
素
材と
し

て 、
ま
ず田
口
寛
治
氏の
著
書
『
現
代
学
生
気
質』〈神戸新聞出版センター 、
一
九八七年〉
よ
り 、
い
わ
ゆる
「かっ
こ

よ
さ」
を
価
値と
し
て 、
そ
れ
を
行
動
基
準と
し
て
い
る
学
生の
意
見
を
紹
介し
ま
す 。

自 分をつ く る

綴「
かっ
こ
よ
さ」
の
価
値
観

「
僕
（
ある
い
は
僕
た
ち〉
が 、
自
分
の
行
動を
決め
る
基
準に
な
る
もの
は
何だ
ろ
うか 。

義
務 。
責
任 。
自
由。

主義。
真
実 。
誠
実 。
知
性 。
良
識 。
理
恕 。
夢 。
冒
険 。
情
熱 。
ユ
ー

モ
ア 。
愛 。
欲
望 。
立
身
出
世 。
幸
福 。
金

銭 。
性 。
快
楽 。
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問い
た
だ
けで 、
歯が
浮
くよ
うな、

背
中が
カユ
くな
る
よ
う
な
もの
が
ある
が 、
ま
あ 、
ど
れ
も
多
少
は
当た

っ
てい
る。
し
か
し 、
僕の
場
合、
そ
ん
な
抽
象
的なモ
ラ
ル
（
む
し
ろ
言
葉）
で
は
な
くて 、
な
ん
てい
うか 、
自
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分
の
で
あ
れ 、
他
人
の
で
あ
れ 、
僕
が
是
認
で
き
る
あ
る
種の
言
葉
や
行
動
に
共
通
し
て
い
る
も
の 、
強い
て
表
現
す

れ
ば
『
か
っ
こ
よ
さ』
か
な 、
『
かっ
こ
よ
さ』
と
い
っ
て
も 、
必
ず
し
も
流
行
の
先
端
を
行
く
と
か 、
な
ん
と
か
プ

リy
子
風
と
か 、
運
動
神
経バ
ッ
グ
ン
と
か 、
で
は
な
い 。
『
かっ
こ
よ
く』
あ
る
た
め
に
は、
ま
ず
そ
の
場
の
状
況
に

み
ん
な
が
酒
を
飲
ん
で
楽
し
ん
で
い
る
と
き 、
突
然 、
成

う
ま
くマ
y

チ
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
た
と
え
ば 、

績
の
話
を
も
ち
出
し
た
り
し
な
い
と
か 、
駅
の
プ
ラ
Y
ト

ホ
l

ム
で
傘
でバ
ッ

ティ
γ
グ
の
練
習
を
し
な
い
と
か 、
学

生
で
あ
る
以
上 、
学
生
服
は
き
な
い
と
か 。
こ
ん
な
ふ
う
に 、
そ
の
と
き 、
そ
の
場
の
状
況
に
マ
ッ

チ
す
る
と
同
時
に 、

ど
こ
か
で
さ
り
げ
な
く 、
ま
わ
り
の
人
に
自
分
を
印
象
づ
け
る 。
見
て
い
る
人 、
聞い
て
い
る
人
に 、
ひ
そ
か
に
『
お

ぬ
し
も 、
や
る
ね』
と
感
じ
さ
せ
る 、
だ
が
ハ
こ
こ
が
肝
心
可
決
し
て
臭
く
な
い 。
『
かっ
こ
い
い』
と
は、
こ
ん
な

感
じ
な
の
で
あ
る 。」

い
か
が
で
し
ょ
う 。
な
る
ほ
ど
な
あ
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が 、
田
口
氏
は
こ
の
よ
う
な
今
日
の
青
年
に
つ

い
て
次
の
よ
う
な
指
摘
を
行っ
て
い
ま
す 。

「
青
少
年
は
モ
ラ
ル
（
？）
（
行
動
の
基
準）
を 、
抽
象
的
な
主
義
主
張
や
徳
目
と
し
て
で
は
な
く 、
望
ま
し
い
言
動

の
い
わ
ば
『
か
た
ち』
『
様
式』
『
状
況』
『
雰
囲
気』
の
よ
う
な
も
の
と
し
て 、
感
覚
的
に
感
じ
と
り 、
自
分
も
そ
れ

を
自
分
の
言
動
で
『
かっ
こ
よ
く』

表
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
す 。
『
か
っ
こ
よ
さ』
の
芯
が一
種
の
美
意
識
だ
と
す

れ
ば 、
美
意
識
が
価
値
観
の
芯
に
なっ
て
い
る
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う 。」

た
し
か
に
もっ
と
も
な
指
摘
で
す 。
「
そ
の
場
の
状
況
に
マ
V

チ
す
る
と
同
時
に 、
ど
こ
か
さ
り
げ
な
く

周
り
の
人



に
自
分
を
印
象づ
ける」
た
め
に
は、
そ
れな
りの

美
意
識を
必
要と
す
る
で
しょ
う
し 、
感
覚を
み
が
か
ね
ば
な
らな

い
こ
と
で
しょ
う 。

し
か
し 、
そ
れ
と
同
時に 、
先の
学
生の
「かっ
こ
よ
さ」
の
定義
は、
ま
さ
に
「かつ
こ
う」

すな
わ
ち
行
動の
ス

タ
イル 、
形
式の
み
に
か
か
わ
る
もの
で
あ
り 、
行
動の
内
容に
つ
い
て
は
何
も
言っ
てい
な
い
こ
と
に
気づ
き
ま
す 。

その
よ
うな
行
動の
ス
タイル

、
形
式の
な
かに
何
を
内
容と
し
て
表
現
する
の
か、
「お
ぬ
し
も
や
る
ね」
とい
う

中
身が
何な
の
か、
その
こ
と
は
問
わ
れ
ず 、
そこ
に
はい
ろ
ん
な
内
容の
もの
が
入
り
うる

余
地
が
あ
り
ま
す 。
その

と
き 、
その
場の
状
況に
よっ
て
内
容がい
ろい
ろ
変
化
する
可
能
性
が
残
さ
れて
い
ま
す 。

そ
うい
う

意
味で
は、
その
場
面 、
場
面に
あ
わ
せ
て
変
幻自
在に
「
変
身」
す
るプロ
テウ
ス
的な
生
き
方に
ふ
さ

わ
しい
価
値
観で
あ
り 、
行
動
基
準
と
言っ
て
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。

し
か
し 、
こ
の
よ
うな

価
値
観
も 、
内
容の
な
い
無
節
操で
信
頼で
きぬ
もの
と
し
て 、
た
だ
ちに
否
定し
き
れ
ぬ一

自分をつ く る

面
を
含ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。

とい
うの
も
「『かっ
こ
い
い』
を
行
動
基
準
と
する
現
代の
青
少
年
は、
上
述の
よ
うに 、

抽
象
的に
立て
ら
れ
た

そ
ラ
ル
を
『
臭い』
と
感じ
ま
す 。
臭い
もの
は、
自
分
で
拒
否
す
る
だ
けで
な
く 、
もし
誰か
が
そ
れ
を自
分
に
押
し

つ
けよ
う
と
し
た
ら、
彼ら
は
確
実に
反
発し
ま
す」
とい
う
田
口
氏の
指
摘に
も
あ
る
よ
うに 、
上か
ら
押しつ
け
ら

第 2 章

れる
抽
象
的な
徳
目
主
義
的な
モ
ラル
（
例
え
ば
「
愛
国心」
の
よ
うに〉に 、

何
か
わ
ざ
と
ら
し
き
ゃ
う
さ
ん
臭
さ
を

感じ
と
り 、
そ
れ
を
拒
否で
をる
感
覚を
備え
て
い
る
と
す
れ
ば 、
そこ
に
は
健
康な
価
値
観の一
端
を
垣
間
見るこ
と
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が
で
き
る
よ
う
に
も
思
え
る
か
ら
で
す 。

と
は
い
え 、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
感
覚
的
な
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に 、
無
節
操
で
ご
都
合
主
義
の
「
かっ
こ

よ
さ」
に
堕
し
か
ね
な
い
危
険
性
を
もっ
て
い
ま
す 。

m
あ
る
n

青
年
の
主
張H

次
に
紹
介
す
る
の
は
『
朝
日
新
聞』
ハ一
九八
七
年五
月一
O日）
の
投
書
欄
に
み
ら
れ
た 、
あ
る
学
生
に
よ
る
n

青
年

の
主
張M
で
す 。

「
ど
こ
か
の
国
で
原
発
事
故
が
あっ
て一
年
と
か
い
う
け
ど 、
ど
う
で
も
い
い
さ 。
お
れっ
て
忙
し
い
わ
け 。
親
に

新
車
買っ
て
も
らっ
た
し
さ 、
メ
γ
ズ
ノ
γ
ノ
で
研
究
し
て
服
だっ
て
ブ
ラ
ン
ド

で
キ
メ
た
の
よ 。

第
て
デ
l
ト

で
原
発
が
ど
う
の
な
ん
て
さ 、
カ
y

コ
悪い
じ
ゃ
ん 。
い
い
じ
ゃ

ね
え
の 、
勝
手
に
や
れ
ば 。
原
発

だ
ろ
う
が
地
下
核
実
験
だ
ろ
う
が
さ 。
お
れ
が
や
め
ろっ
つ
っ

た
て
や
め
る
わ
け
ね
えベ 。
そ
れ
よ
り 、
お
れ 、
ム
l

ス
で
頭
キ
メ
た
ぽっ
か
り
な
わ
け
よ 。
ム
l

ス
に
フ
ロ
γ
ガ
ス
入っ
て
て
オ
ゾ
γ
層
を
破
嬢
す
る
け
ど 、
お
れ
は
使
う

わ
け 。
髪
の
毛ピ
シ
？

と
せ
に
や 、
ギ
ャ

ル
に
モ
テ
な
い
わ
け
よ 。
オ
ゾ
γ
な
く
な
る
と
皮
膚
が
ん
に
な
る
と
か
言っ

て
る
け
ど 、
お
れ一
人
の
せ
い
で
も
な
い
し 、
要
す
る
に
女
の
子
の
方
が
大
事
な
わ
け 。

お
れっ
て
グ
ル
メ
だ
か
ら 、
彼
女
と
フ
ラ
ン
ス
料
理
と
か
食べ
る
の 。
そ
う
い
う
食べ
物
の
材
料っ
て
割
と
輸
入
物

が
多い
ら
し
い
ね 。
で
も
税
関
で
放
射
線
検
査
し
て
い
る
し 、
み
ん
な
食べ
て
い
る
ん
だ
か
ら
大
丈
夫
と
思
う
の 。
日



本の
原
発
はソ
連の
原
発
と
は
型が
違
う
か
ら
大
丈
夫だっ
て
こ
と
ぐ
らい 、
お
れだっ
て
知っ
て
ん
の 。
結
局 、
人

生
を
楽し
ま
な
い
と
損
だ
し 、
女の
子の
事し
か
頭に
ない
わ
け 。

最
近よ
く
ある

w
青
年の
主
張M
で
す 。」

こ
の
投
書の
主の
学
生
は、
同
世
代の
最
近の
若
者
気
質
を
皮
肉っ
て
み
せ
て
い
る
の
か、
そ
れ
と
も自
分
も
ま
たこ

の
な
かの一
人で
あ
る
と
告
白し
て
い
る
の
か、
そこ
の
とこ
ろ
は
よ
く

わ
か
り
ま
せ
ん 。

し
か
し
と
り
あ
え
ず 、
こ
の

n
青
年の
主
張H
を
額
面
ど
お
りに

受
け
と
め
れ
ば 、
「デ
l
ト

で
原
発が
ど
うの
な
ん

で
き 、
カッ
コ
悪い
じ
ゃ
ん」
とい
う
程
度の
感
覚で 、
「かっ
こ
よ
さ」を
測
っ
てい
る
と
す
れ
ば 、
は
な
は
だ
お
寒

い
かぎ
り
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん 。

自 分 をつ く る

そ
れに
「
かっ
こ
よ
さ」
が 、
その
場の
状
況にマ
ッ

チ
し
て
い
て 、
し
か
も
さ
り
げな
く
「お
ぬ
し
も
や
る
ね」
と

印
象づ
け
る
もの
で
あ
る
と
す
れ
ば 、
原
発や
核の
危
険な
社
会
的
状
況の
も
と
での
そ
れにマ
ッ

チ
し
た
「かっ
こ
い

い」
行
動
と
は
何
な
の
か、
とい
う
疑
問
が
湧
き
ま
す 。

そ
れ
は
や
は
り 、

核
や
原
発に
つ
い
て
問
題に
し 、
話
題に
する
こ
と
で
はな
い
で
しょ
うか。
もし
そ
う
だ
と
す
れ

ば 、
大
きな
社
会
的
状
況にマ
ッ

チ
し
た
「かっ
こ
い
い」
行
動が 、
小
さ
な
デ
l
ト

の
状
況
で
は
「かっ
こ
わ
るい」

行
動とい
うこ
と
に
な
り 、
そこ
に
当
然
矛
盾 、
葛
藤が
生
じ
て
も
よい
は
ずで
あ
り 、
そ
れ
を
ど
う

克
服
する
の
か
と

い
か
が
で
しょ
う
か。

m 2章

い
う
問
題が
生じ
る
と
考
え
るの
で
すが 、

63 

そ
れ
と
も
「かっ
こ
よ
さ」
とい
う
基
準
は、
小
さ
な
その
場 、
その
場の
状
況
内での
行
動の
み
に
あて
はめ
ら
れ
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る
もの
で
あっ
て 、
大
きな
社
会
状
況
を
視
野に
おい
た
行
動に
は
あて
は
め
ら
れな
い
もの
な
の
で
しょ
う
か。

も
し
そ
うで
あ
る
と
す
れ
ば 、
「
かっ
こ
よ
さ」
の
基
準な
ど 、
都
合の
ょい
とこ
ろ
だ
けに
そ
れ
を
あて
はめ
る、

ご
くい
い
加
減なご
都
合
主義
の
基
準で
し
か
な
い
とい
うこ
と
に
な
る
で
しょ
う 。

現
代
青
年
の
「
虚
像
」

と
「
実
像
」

a n
青
年
の
主
張u
は
現
代
青
年
の
「
実
像」
か

先
述の

w
青
年の
主
張u
を
文
字
ど
お
りに

受
け
と
め
れ
ば 、
そこ
に
は
ま
さに
臆
面
もな
く
と
言っ
て
よ
い
ほ
ど
に 、

自
分の
目
先の
利
害
や
楽し
み
に
か
か
わっ
て
こ
な
い
か
ぎ
り 、

世の
な
か
の
い
ろ
ん
な
で
きご
と
に
たい
し
て
無
関
心

に
他
人
事で
す
ま
せ
て
し
ま
う
生
き
方 、
面
倒
く
さい
こ
と
に
は
か
か
わ
り
た
くない 、
と
に
か
くお
も
し
ろ
お
か
し
く 、

楽し
く

過ご
せ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
とい
う
生
き
方が

”
主
張u
さ
れ
てい
ま
す 。

こ
こ
まで
く
る
と 、
変
幻自
在の
プロ
テ
ウ
ス
的
「
かっ
こ
よ
さ」
も一
皮
む
け
ば 、
た
だ自
己の
目
先の
利
害に
忠

実な
だ
けの
利
己
主義
者とい
うこ
と
に
なっ
て
し
まい
ま
す 。

は
た
し
てこ
れ
は
今
日の
青
年の
「
実
像」
な
の
か、
そ
れ
と
も
「虚
像」
な
の
か 。
筆
者の
教
え
る
学
生
諸
君に 、

こ
の

n
青
年の
主
張u
に
つ
い
て
意
見
を
聞い
て
み
ま
し
た 。

自
分
も
そ
う
だ
し 、
こ
うい
う
人
は
多い 。

、‘，，唱E（

 



(4) (3) (2) 
自
分
も
そ
う
だ
が 、
こ
うい
う
人
は
少な
い 。

自
分
は
ち
が
うが 、
こ
うい
う
人
は
多い 。

自
分
は
ち
が
う
し 、
こ
うい
う
人
は
少な
い 。

の
四つ
の
う
ち、
自分
の
意
見
は
ど
れに
該
当
する
か
を
答
え
て
も
らっ
た
結
果
が
以
下の
と
お
り
で
す 。

(2) 

(3) 

男
（
N
H

何回
）

ω
人
ハ
似
・
2
〉
一

四
人
ハ
必・
3
〉
一

日
人
ハ
怨
・
6

）

3
人
ハ
7
・
3

〉

日
人
（
お・
6

〉

白
人
〈
お・
6
〉

2
人
ハ
4・
7
〉

女
（
N
H

HU
〉

4
人
ハ
9・
8

）

〈
）
内は
%

自 分をつ く る

百
名に
満
た
な
い
学
生の
デ
ー
タ
で
すの
で 、
こ
れ
を
た
だ
ち
に一
般
化
する
わ
けに
はい
き
ま
せ
ん
が 、
こ
の
結
果

で
み
る
かぎ
り 、
こ
の

n
青
年の
主
張u
に
つ
い
て
「自
分
も
そ
う
だ」
とい
う

青
年
は
多
数
派と
はい
え
ませ
ん 。

と
同
時に
注
目
すべ
きこ
と
は、
「
自分
は
ち
が
うが 、
こ
うい
う
人
は
多い」
と
判
断し
て
い
る
学
生が
他に
比べ

て
最
も
多
く 、
男
女
と
もに
半
数
近
くに
達
し
て
い
るこ
と
で
す 。

「
自分
は
ち
が
う」
とい
う
人
が
多
数
を
占め
てい
な
が
ら、
「こ
うい
う
人
は
多い」
とい
う
同
世
代に
たい
する
イ

第 2 章

メ
l

ジ
を
もっ
て
い
る。
こ
れ
は
ど
う
解
釈
すべ
きな
の
で
しょ
う 。

「自
分
は
ち
が
う」
とい
う
人
が
多
数
を
占め
て
い
る
以
上 、
「こ
うい
う
人
は
多い」
とい
う
同
世
代に
たい
する
イ

メ
ー

ジ
は、
身
近な
同
世
代の
仲
間
との
接
触
を
通し
て
直
接
た
し
か
め
ら
れ
た
イメ
ー

ジ
とい
う
よ
り
も 、
む
し
ろ
白

6ラ
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分た
ち
が
勝
手に
思い
描い
てい
る
同
世
代
に
たい
する
イメ
ー

ジ
で
はな
い
の
か
とい
う
疑い
が
生じ
ま
す 。

そ
れ
は
テレ
ピ
やマ
スコ
ミ

を
通し
てつ
く
ら
れ
た
「
現
代
青
年」
の
イメ
ー

ジ
（
虚
像〉
で
は
ない
の
か 。
多
くの

青
年が 、
その
よ
うな
作
ら
れ
た
イメ
ー

ジ
を
通し
て 、
同
世
代の
青
年
を
な
が
め
てい
る
こ
と
を、
こ
れ
は
示
し
てい

る
の
で
は
な
い
か 。

ちな
みに
ある
学
生
は
「
旧
人
類」
の
お
と
な
が
「
新
人
類」
の
若
者に
たい
し
て
こ
うい
う
見
方
を
して
い
る
の
な

ら
わ
か
ら
な
い
で
もな
い
が 、
同
世
代の
仲
間
がこ
ん
な
ふ
うに
突
き
放
し
た
見
方
を
し
て
い
る
の
は
理
解で
きない
と

語っ
て
く

れ
ま
し
た 。

磁
同
世
代
の
仲
間
に
た
い
す
る
不
信
感

こ
の
よ
うに
「
他
人
事に
対
し
て
無
関
心
な
利
己
主義
者の
群」
と
し
て 、
自
分
た
ち
同
世
代の
人
聞
を
見る
こ
とに

よっ
て
いっ
たい
何が
生じ
る
で
しょ
うか 。
す
くな
く
と
も一
つ
だ
け
確
実に
言
え
る
こ
と
は、
お
互い
の
本
音や
悩

み
を
出し
て 、
仲
間
と
か
か
わ
るこ
と
に
臆
病に
な
る
とい
うこ
と
で
す 。

「こ
ん
な
本
音
や
悩
み
を
語っ
て
も 、
他
人
事
と
し
て
ま
と
もに
受
け
と
め
て
く
れな
い
の
で
はな
い
か」
とい
う
不

安
や
不
信
感
を
仲
間に
たい
し
て
もつ
よ
う
に
な
る
とい
うこ
と
で
す 。

学
生
諸
君
と
接し
てい
る
と 、
仲
間に
たい
し
て自
分
の
心の
中心
部に
ふ
れ
る
本
音
や
悩み
を
語
れな
い
とい
う

青

年
が
意
外に
多い
こ
とに
気がつ
き
ま
す 。
彼ら
は自
分
の
本
音
や
悩
み
を
語
るの
が
怖い
と
言い
ま
す 。
悩
み
を
語つ



て
そ
れ
を
ま
と
もに
受
け
と
め
て
も
ら
え
る
か 、
茶
化さ
れ
た
り

する
の
で
は
な
い
か
とい
う不
信
感が
ある
とい
うの

で
す 。先

述の
よ
う
な
同
世
代に
対し
て
もつ
イメ
ー

ジ
は、
そ
れ
が
邪
魔
を
し
て
お
互い
が自
分の
あ
りの
ま
ま
を
さ
ら
け

出
し
て
ぶつ
か
り
あい 、
そこか
ら
自
分
た
ちの
本
音や
欲
求
（
要
求〉 、
願い 、
悩
み
を確か
め
あ
うこ
と
を
困
難に

ほ
ぼ
ま
ち
が
い
の
な
い
事
実で
ある
よ
うに
思い
ま
す 。

し
てい
る
こ
と
は、

も
し
仮
り
に 、
お
互い
に
直
接
確か
め
あ
うこ
と
な
く 、
マ
スコ
ミ

に
よっ
て
作
ら
れ
た
イメ
ー

ジ
（虚
像）
に
よっ

て
操
ら
れ 、
「
影」
に
お
び
え
て
相
互に
不
信
感
を
も
た
さ
れて
い
る
と
す
れ
ば 、
若い
世
代に
とっ
て
不
幸なこ
と
で

す 。

自 分をつ く る

「
他
人
事に
対し
て
無
関
心
な
利
己
主義
者の
群」
とい
う
作
ら
れ
た
「
虚
像」
を
もっ
て
同
世
代
を
見 、
相
互に不

信
感を
抱か
さ
れ
る。
その
こ
と
に
よっ
て
利
益
を
得る
の
は
誰な
の
か。
す
く
な
く
と
も
青
年
た
ち自
身で
は
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
す 。

務
現
代
青
年
の
「
実
像」

第 2章

さ
て
次に 、
先の
投
書

H
青
年の
主
張u
と
同
じ

投
書
欄に
のっ
た
別の
学
生の
投
書を
見て
下
さい 。

「
私の
大
学の
構
内で
は、
国
家
秘
密
法に
対
する
反
対
運
動
を
熱
心に
進め
てい
る
人
た
ち
がい
ま
す 。
声をか

ら
して
必
死に
アピ
ー

ル
し
て
い
ま
す 。
とこ
ろ
が
学
生た
ち
は
（
実
際
そ
うなの
か 、
装っ
て
い
る
だ
けな
の
か
は

67 
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わ
か
り
ま
せ
ん
が）
無
関心
で
す 。
差
し
出
さ
れ
たピ
ラ
さ
え
も
黙
殺
する
人が
多い
よ
うで
す 。
自
分
も
その一
人

で
す 。国

家
秘
密
法
は
売
上
税
問
題
と
は
違っ
て 、
明
確に
悪い
もの
だ
と自
分
で
は
思っ
て
い
る
の
で
す
が 、
い
ざ
『
署

名し
て
下
さい』
と
言
わ
れ
る
と
出
来な
い
の
が
実
情で
す 。
『就
職に
不
利に
な
る
か
ら、
学
生
運
動に
は
か
か
わ

ら
な
い
方が
い
い
よ』
とい
う
言
葉を
よ
く

耳に
し
ま
し
た 。
国
労の
組
合
員が
職
場で
差
別
さ
れて
い
る
事
実
は、

こ
の
こ
と
を
実
証し
て
い
る
よ
うで

す 。

私一
人が
や
ら
な
くて
も：：：
と
思い
な
が
ら、
徐々
に
見ザ
ル 、
聞
か
ザ
ル 、
言
わ
ザ
ル
に
仕
込
ま
れて
い
く

卑

屈
な
自分
に
気
付
き 、
自
己
嫌
悪に
陥っ
て
い
ま
す 。
こ
の
よ
う
な
風
潮
は
為
政
者に
とっ
て
は
好
都
合で
ある
な、

と
思い
な
が
ら。」

こ
こ
に
は
世の
な
か
の
出
来
事に
たい
し
て
強い
関
心
を
も
ち
な
が
ら、
わ
が
身か
わい
き
ゆ
えに
無
関
心
を
装い 、

その
実 、
内
心
で
は
葛
藤
を
経
験し
てい
る一
人の
青
年の
内
面が
示
さ
れて
い
ま
す 。

こ
の
学
生の
告
白に
たい
し
て 、
先ほ
ど
と
同
様に
学
生
た
ちの
意
見
を
求め
た
とこ
ろ 、
次の
結
果に
な
り
ま
し
た 。

(4) (3) (2) (1)  
自
分
も
そ
う
だ
し 、
こ
うい
う
人
は
多い 。

自
分
も
そ
う
だ
が 、
こ
うい
う
人
は
少な
い 。

自
分
は
ち
が
う
が 、
こ
うい
う
人
は
多い 。

自
分
は
ち
が
う
し 、
こ
うい
う
人
は
少な
い 。
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辺
人
ハ
M・
4
〉
一

辺
人
（
祁・
0

〉
一

3
人
〈
7・
0

〉
一

1
人
ハ
2・
4
〉
一

5
人
（
日
・
6

）

6
人
ハ
M・
6

〉

3
人
ハ
7・
0

〉

2
人
ハ
4・
9

）

ハ
〉
内は
Mm

先
述の

H
青
年の
主
張u
に
たい
する
結
果と
き
わ
だっ
て
ち
が
う

点は 、
「自
分
も
そ
う
だ
し 、
こ
うい
う
人は
多

い」
と
判
断し
て
い
る
学
生が
圧
倒
的に
多
く 、
男
女と
もに
七
O
%
を
超
え
て
い
る
こ
とで
す 。

こ
の
結
果か
ら
み
れ
ば 、
こ
の
青
年の
告
白
にみ
ら
れ
る
姿が
今
日
の
多
くの

青
年の
「
実
像」
に
近い
もの
だ
と
判

断
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思い
ま
す 。

自分をつ く る

わ
が
身か
わい
き
ゆ
え
に
か
か
わ
ら
な
い
が 、
決し
て
無
関
心
で
か
か
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い 。
無
関
心
を
装い 、
か

か
わ
ら
な
い
よ
うに
し
て
い
る
が 、
決し
て
その
こ
と
を
是
認し
てい
る
わ
けで
は
ない 。
そ
し
て
「
自
分一
人
ぐ
らい

・：：」
と
か
か
わ
ら
な
い
こ
と
の
言い
訳
を
する
が 、
そ
れ
が
言い
訳に
し
か
すぎ
ない
こ
と
に
気がつ
い
て
い
る。

「
見ザ
ル」
「
聞か
ザル」
「
言
わ
ザ
ル」
を
装
うこ
と
が 、
為
政
者に
とっ
て
好
都
合な
状
況で
あるこ
と
を
理
解で
き

る
が
ゆ
え
に 、
「
見ザ
ル」
「
聞
か
ザ
ル」
「
言
わ
ザ
ル」
で
あるこ
と
に
たい
する
葛
藤が
ある。
こ
れ
が
今日
の
多
く

の
青
年の
「
実
像」
な
の
で
しょ
う 。

第 2章

幻自 こ
在 こ
tこ tこ
自 み分 る
を か適 ぎ
合 り
さ
せ こ、 の

� ！  
ご ち
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� 自

菌 会
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多 2
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,: K ．」 のみ マ
を 関ぷ 心託 Z
「 ち就
職 そ
に の不 時
利
に そな の
る 場か の
ら 状、 況
学 に
生 変
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運動にはかか
わらな
い方が
いい」
と
言われ 、
「国労の
組合員が
差別されて
いる」
と
いうよ
うな
事実が
あ

る
が
ゆ
え
に
で
あっ
て 、
必
ずし
も
現
代の
社
会が
「
価
値
観の
多
様
化」
し
た
「
変
動の
激しい
社
会」
で
ある
とい

ぅ 、
よ
く
指
摘さ
れ
る
よ
うな

理
由に
よ
る
もの
で
は
ない
よ
うに
思
え
ま
す 。

む
し
ろ
「
価
値
観の
多
様
化」
や
「
変
動の
激し
さ」
に
理
由
を
求め
る
の
は、
議
論の
す
り
か
えで
あっ
て 、
現
代

青
年の
「
実
像」
を
見
誤
ら
せ
る
もの
で
はな
い
で
しょ
うか 。

「
学
生
運
動に
か
か
わ
れ
ば 、
就
職に
不
利に
な
る」
と
か
「
国
労の
組
合
員が
差
別さ
れて
い
る」
とい
う
現
実を

容
認し
てい
る
今
日の
お
と
な
の
不
甲
斐な
き
（
決し
て
そ
うい
う
お
と
な
た
ち
ば
か
り
で
は
ない
が〉
が 、
無
関心
を

装
う

青
年
た
ち
をつ
く
り
だ
し
てい
る
と
言
え
ば 、一言い
すぎ
に
な
る
で
しょ
うか 。

四

今
日
の
青
年
の
対
人
関
係
と
自
己
形
成

緩
他
者
を
鏡
に
し
て
自
己
形
成
す
る

今
日の
青
年の
自
己
形
成
を
考
え
る
と
き 、
その
困
難さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
ひ
とつ
の
重
要な
要
素と
し
て 、
青
年

が
同
世
代の
仲
間に
たい
し
て
もつ
「
虚
像」
が
ある
ので
は
な
い
で
しょ
うか 。

「自
己の
目
先の
利
害
だ
け
を
考
え 、
他
人
事に
対し
て
無
関
心」
とい
う
「
虚
像」
が 、
青
年た
ちの
相
互
をへ
だ

て
て
お
り、
その
こ
と
が
今
日
の
青
年の
自
己
形
成
を
困
難に
し
て
い
る
の
で
は
ない
か 。
な
ぜ
な
ら
ば 、
青
年の自
己



形
成は
他
者
との
相
互
交
流
を
通し
て
の
確
か
め
合い
に
よっ
て
実
現し
て
ゆ
く
もの
だ
か
らで
す 。

価
値
観
や自
己の
形
成
は、
机の
前に一
人
座っ
て
行
う

純
粋に
知
的な
作
業に
よっ
て
実
現
す
る
もの
で
は
あ
り
ま

せ
ん 。
先
述の
青
年の
告
白に
も
み
ら
れ
た 、
わ
が
身か
わい
きの
自
己
保
身の
欲
求
と
社
会
正
義や
民
主
主義
を
守る

欲
求との
葛
藤の
ご
と
く 、
自
己の
な
か
に
あ
る
さ
ま
ざ
まな
欲
求
〈
要
求〉
や
そ
れに
対
応
する
さ
ま
ざ
まな
価
値の

相
互の
あい
だ
に
生じ
る
矛
盾 、
葛
藤
をへ
て 、
知
的で
かつ
情
緒
的な
格
闘の
す
えに
選び
と
ら
れて
ゆ
く
もの
で
す 。

その
よ
うな
矛
盾 、
葛
藤は
自分
自
身の
な
か
で
生
じ
る
ば
か
り
で
な
く 、
自
己の
価
値
観や
欲
求と
他
者の
価
値
観

や
欲
求との
あい
だに
も
生
じ
ま
す 。
その
よ
うな
他者
と
の
矛
盾 、
葛
藤
あ
るい
は
共
感
をへ
て 、
自
己の
価
値
観は

試
さ
れ 、
修
正
さ
れ
た
り、
鍛
え
ら
れ
た
り
し
て
ゆ
くの
で
す 。

さ
ま
ざ
まな
他
者の
価
値
観や
生
き
方に
ふ
れな
が
ら、
そ
れ
を
鏡に
し
て
自
分
自
身の
価
値
観
や
生
き
方を
検
討し 、

確か
め
選
択し
て
ゆ
く 。

何
度
も
葛
藤し
た
り、
前
進と
後
退を
く
り
か
え
し
な
が
ら、
自
分
自
身の
価
値
観をつ
く
り

自分をつ く る

あ
げて
ゆ
くの
が 、
自
己
形
成の
プ
ロ
セ
ス
だ
とい
え
ま
す 。

自
分
の
心の
中
心
部に
か
か
えこ
ん
だ
思い
を
ぶっ
つ
け
あ
うこ
と
を
抜
きに
し
て 、
他
者
を
確か
め
るこ
と
も 、
自

己
を
確か
め
るこ
と
もで
き
ませ
ん 。
自
分
が
何を
求
め
て
お
り、
ど
うい
うこ
とに
価
値
を
お
い
て
い
る
の
か 、
そ
れ

は
他
者
が
求め
て
い
る
もの 、
他
者が
ど
うい
うこ
と
に
価
値を
お
い
て
い
る
の
か
とい
うこ
と
に
出
会
う

時に 、
はっ

第 2 章

き
り
と
確か
め
ら
れ
自
覚さ
れ
る
よ
うに
な
り
ま
す 。
人
聞
は自
分
自
身
をぶっ
つ
けて
み
る
相
手の
存
在な
し
に
は
自

分
自
身
を
知るこ
と
は
で
きな
い
もの
で
す 。
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し
か
る
に 、
つ
く
ら
れ
た
「虚
像」
を
と
お
し
て
仲
間
をみ
る
青
年た
ち
は、
仲
間の
「虚
像」
に
お
び
え 、
「虚
像」

に不
信
感
を
も
ち 、
自
分
の
本
音
を
さ
ら
け
出せ
な
い
で
い
ま
す 。
本
音
を
出
して 、
そ
れ
を
相
手が
ま
と
もに
受
けと

め
て
く

れ
る
か
ど
う
か不安で
あ
り 、
「
深
刻」
「マ
ジ
メ」
と
茶
化
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
か
と
心
配なの
で
す 。

m「
虚
像」
を
演
じ
あ
う
関
係
を
こ
え
て

ある
学
生
は自
分
の
高
校
時
代を
ふ
り

か
えっ
て 、
次の
よ
うに
書い
て
い
ま
す 。

「ぼ
く
はよ
く

他
人
か
ら
n

ま
じめu
とい
う
レッ
テルを
は
ら
れ 、
そ
れ
がい
や
で
何と
か
は
が
そ
う
と
無
意
味

な
行
動
もい
ろ
い
ろ
し
て
い
た
よ
うに
思い
ま
す 。
人
は
ま
じ
め
で
凡
帳
面
だ
と
長
所の
よ
うに

言い
な
が
ら、
Hか

たい
奴u
とい
う
印
象を
持っ
て
い
た
よ
うで 、

表
面
的に
ル
ー

ズ
な
印
象
を
与え
る
よ
うな
空虚
な
行
動
をよ
く
し

F－
、
－Feo

『．‘BLWJLド
ま
じ
め
とい
うこ
と
を
良い
こ
と
だ
と
ど
う
し
て
も
と
れ
ずに 、
ま
じ
め
の
逆が
ま
る
で
ル
ー

ズ
な
粗い
性
格と
で

も
誤
解し
て
い
て 、
と
り
と
め
も
ない
性
格に
な
り
か
け
て
し
まっ
た
が 、
一
方で
生
ま
れ
持っ
た
九
帳
面
ハとい
う

よ
り
は
神
経
質〉
は
決し
て
消え
るこ
と
は
な
く 、
自
分
の
中か
らこ
の
二つ
の
面が
無
秩
序に
出て
きて 、
今か
ら

考
え
れ
ば
はっ
き
り

言っ
て
変な
奴
だっ
た
と
思
う：：： 。」

今
日
ど
う
も
「
ま
じめ」
とい
う
レ
v

テ
ル
は
評
判が
悪
く 、
「
ま
じ
め」
に
見ら
れる
こ
と
を
嫌
う

青
年
は
多い 。

「
堅
くて 、

融
通
性が
きか
な
くて 、
お
も
し
ろ
みの
ない
奴」
と
見ら
れ
た
く
な
くて 、
ち
が
う自

分
を
演じ
よ
う
と
し



ます 。ありの
ままの
自分を
否定して、
周囲か
ら
期
待されて
いる
「変幻自在のかっ
こ
よさを
生きる
青年」
とい

う「虚像」
を
演じて
みせて、
周
囲か
ら
受け入れられよ
うと
する 。

しかし 、
仮りに
それが
受け入れられた
として
も 、
それはほんと
うの
自分が
受け入れられたわけではな

く 、演じ
られた
「虚像」
の
自己が
受け入れら
れて
い
るので
あり 、
そのこ
とによって
表面的な
「親密さ」

を
得られたとして
も 、そ
の
代償にほん
とうの
自分を
失
い、
自己を
空洞化させて
いくこ
とにな
りま
す 。

ありの
ままの
自
分 、
ほんと
うの
自
分とは
ちがっ
た
自
分を
演じ
あうこ
とによって、
は
じめて
得られる

「親密さ」
ほ
ど空虚な
ものはな
いが 、
その
空虚さを
見ま
いとして、
ま
すま
す完ぺ
きに、
強迫的に
「虚像」

を
演じ
あお
うと
する 。

自 分を つ 〈 る

このよ
うな
関
係は
表面的には
「親
密さ」
を
実現して
いるよ
うにみ
えて、
その
実 、
真に
親密にな
るべ
き

自分を
失って
いる 。
ほんと
うの
自分が
不
在な
のに、
どうして
親密になりえましょ
う 。
それはお
互いの
自

己形成を
援助し
あう
どこ
ろか 、
むしろ
逆に
お
互い
の
自己喪失を
促進し
あうこ
とにな
るでしょ
う 。

ほんと
うの
自分を
見せな
いこ
と 、
それが
今日の
青

お
互い
の
「虚像」
を
鏡にして
「虚像」
を
演じ
あ
い、

第 2 章

年の
自己形
成を困
難にしてい
るよ
うに
思い
ま
す 。
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つ
くられた
「虚像」
に
よっ
て
仲間を
見て
いな
いか 、
仲間の
「虚像」
に
ま
どわされ、
不信感を

もち、
心を
閉さして
いないか 、そ
のこ
とをま
ず問うてみて
ほ
しい
と
思
います 。

ゆえに、
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そして
お
互
いに
心を
聞
いて
ほん
と
うの
自分を
見せ
あっ
て
み
れば 、
お
互
いが
「こ
うで
あって
は
いけな
い

と
思
いつつ 、
全体の
風潮が
こ
うだか
ら
自分ひ
とりが
逆らっ
て
みて
も：：：」
と
思い
込み 、
「無関心」
を
装

って
い
るこ
とに
気づ
くこ
とがで
きるか
もし
れません 。

そして
「こ
うで
あって
は
いけな
いと思いつつ 、
自分ひとりが：：：」
と思って
いる
人聞が
実はひとりで

な
く 、
多数で
あるこ
とに
気づ
けば 、
「こ
うで
あって
はいけ
ない
と
思いつつ 、
多数の
自分たちが：：：」と

い
うふ
うに
発想を
変えて
みて、
その
多数を
力に
するこ
とを
考えて
みて
はどうで
しょ
うか 。

「
どうせ
自分は」「
どうせ
自分
たちは」
と
自
分や
自分たちに
たい
して
もたされた
「虚像」
によっ
て
無力

さを
覚え 、
押しつ
ぶさ
れて
しま
うのでな
く 、
「おぬし
もやるね」
と
いう
お
互
いのほん
とうの
姿を見つ
け

だし 、
「自分たち
も
捨て
たものではない」
とい
う
肯定的な
「実像」
を形成して
ゆくこ
と 、
そのな
かでこ

そ
今日の
青年
たちの
積極的な
自己形成が
実
現して
ゆくのではない
でしょ
うか 。



リ
ポ
ー
ト

ω
「
自
分
を
つ

く
る
」

を
読
ん
で

山
内
章
子

自分自身を
もっ
たプロ
テウスにな
れるな
ら 、
自分の
意志をもっ
たプロ
テウスにな
れるな
らそうな
り
た

いと私は
思
いま
す 。

自分をつ く る

な
ぜな
ら 、
プロ
テウス
的生
き方は 、
こ
れか
ら
社会を生きて
いくには 、
必
要な
要素だと思うからで
す 。

ただし 、
自分自身の一
番自然でい
られる
場所とい
うのをもっ
ておかない
とむな
しい
だけで 、
いっ
た
い

自分は
何だろ
う 、
と
いう疑問に
た
どりつい
てし
まうでしょ
う 。

第 2 章

また 、
自分の
価値観とい
う土台がな
ければな
り
ません 。

すご
く親しい
人たちの
前では 、
ほん
とうの
自分を出すこ
とも必
要で
ある
けれども 、
誰にた
いして
も自

分を
出していては 、
ただの
頑固者ではない
でしょ
うか 。
人とつ
きあうには 、
TPOが
大切だと
思い
ます 。

初対面のと
きか
ら自分が
心を聞い
て
相手もそうな
るこ
とも
あるでしょ
う 。
しかし 、
そう
いうこ
とは
まれ

で
あっ
て、
最初会っ
た
時は 、
自分と性格が
合い
そうにな
いな、
と思っ
て
も 、
思い
やりを
もっ
て
相手に
あ
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わせつつ 、
あわされつつ
接して
いけば
あんが
い気が
合っ
たり
する
もので
す 。

自分とまっ
た
く同じ
人
聞は 、
二
人と
いな
いけれ
ども 、
どこかに
接点が
あるのだから 、
それを
見
いだし

て
いくこ
と
も
大切で
あると思う 。
「親し
い人以
外とは 、
うわベ
でつ
き合う」
と
いうのとは 、
意味が
違う

よ
うに
思
います 。

どんな
場面に
出くわして
も 、
それな
りに 、
その
場の
状況に
合わせて
いけるだ
けの
経験や
感覚 、
その
人

の
誠実さや
真心な
どが必
要で 、
決して、
かつ
こ
う 、
形式だ
けで
通用はしません 。
どんなに
装って
いて
も 、

その
人の
人柄 、
性
格と
いうのは 、
自然とわかる
ものだと
思
います 。

まじめ
と
いうレy
テル
が
いやで 、
な
ん
とかはが
そうとい
ろ
いろな
行動を
試みた
けれ
ど、
やっ
ぱり凡
帳

面な
自
分と
いうの
も
捨て
きれ
ず両面が
まざっ
て
変な
奴だっ
たと思う 、
と
いう体験談を
読んで 、
いい体験

をしたのではな
いかな、
と
私は
思い
ます 。
たしかに
自
分と
いうものを
貫き通すと
いうの
も大切か
もしれ

ません 。
しかし 、
ある
程度まわりに
あわ
すと
いうこ
とで 、
きっ
と
仲間に
うけ
いれられたと
思
います 。
そ

の
時点では 、
虚像のつ
も
りで
あっ
たか
もし
れませんが 、
とにか
くみんなの
輸には
いりた
いと
いう 、そ
の

考えか
ら
きた
行動で
すから 、
実像と
も
いえるのではな
いでしょ
うか 。
幸
い彼は 、
本来の
九帳面で
ある
性

格 、
きっ
ちり
もっ
たま
までしたので 、
少し
時間の
経っ
た
現在では 、
今の
自分を
少し
変えて
みた
いと思う

とこ
ろが
あっ
た
として
も 、
素直に
自分の
性格につ
いて
認めら
れるよ
うになっ
たと
思い
ます 。

だ
れも自分のこ
とを
わかって
くれな
い、
と
自分が 、
何も
働きか
けずに
不満を
いっ
て
いて
も仕方な
いの



いつ
もと
違う
自
分を演出して
みて、
窓
外とそちらのほ
うがほん
と
うの
自分だっ
た 、

それまでは 、
自分だと
思
いこ
んで
いた
殻に
閉じこ
もって
いただ
けだっ
た 、
と
新し
い自分を発見するこ
と

に
なるか
もし
れません 。
また 、
改めて
今までの
自分を一
歩離れたとこ
ろか
ら
見て、
いやだと思っ
て
いた

で
す 。
それよ
りも 、

け
ど、
そんなこ
とは
な
い、
やっ
ぱ
りもとの
自分が一
番自然で
いられる 、
と
悟れるよ
うになると
思
います 。

虚像どうしのつ
きあ
いと
いうのは 、
続かな
いと思
いま
す 。
そう
いうつ
きあ
いは 、

のがな
く 、
疲れるのでは
な
いでしょ
うか 。

お
互
いに
何も
得るも

私の
個人的な
意見に
なるか
もし
れませんが 、
最初の
うちは 、
いわ
ゆるの
りの
いい話だ
けでつ
きあって

いられるか
もし
れませんが 、
だんだんと
深刻な
話やマ
ジメな
話を
聞い
て
くれな
い話さな
いよ
うな
友人が

いたなら
軽蔑し
ま
す 。
中学校 、
高校時
代と
もわりと
「ネアカ」
タ
イプ
に
憧れ 、
それが
いいと
思って
きま

した 。
しかし 、
大学生に
なって
か
らは 、

自 分 をつ く る

「実は 、
私 、
ネクラ
やねん 。
すごく落
ちこんで 、
ずーっ
と一
人で
考えこ
んだり
する
時とが
ある 。」

と
告白すると 、

「私もあるよ 。」「ある
ある 。
そう
いうの。」

第 2 章

と
声 、がか
えって
きま
す 。

今までは 、
じっ
くり自分につ
いて
考えたり 、
真剣に
物事にとりくむと
いっ
た
姿勢が
な
いと
いうこ
との

ほ
うが 、
茶化さ
れま
す 。
その
人の
内面的な
深さや
人間的な
成熟度 、
視野の
広さな
どが
あって
こ
そ 、
信頼

77· 
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関係が
成り立つ
と思い
ます 。

H現代の
青年の
主張“
は 、
こ
うい
うミーハ
ー

な
若者もい
るんだよ
な 、
とせせ
ら
笑いつつ
も 、
自分一
人

ぐらい
は：：：と
あて
はまる
とこ
ろも
あっ
たりして。
自分は
その
仲間で
ありた
くない
と否定しな
がらも 、

あて
は
まる
とこ
ろも
あるので
そ
うい
う
人は
多い
と
いう結果になっ
たと思う 。
社会が
そうさせて
るわけで

も、
利益の
問
題で
もない 。
一
人ひ
とりの
意識の
もち
方ひ
とつ
で
変えられるこ
となのでよ
け
いもどかしさ

がつ
のる 。

ハ大阪音楽大学四回生〉

＊ ＊ホ

？ 雲
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か 、
と
問
う
てい
ま
す 。
そ
うい
う
人
間
関
係の
あ
り

方に
今
日の
青
年
期の
自
己
形
成の
お
お
き
な
困
難
点が
ある、

との
分
析に
は
お
お
い
に
啓
発
さ
れ
ま
す 。
新
人
類
論・
若
者
保
守
化
論
な
どの
青
年
像
論
議が 、
現
代
青
年の
真の
姿

をつ
か
ん
で
い
ない
だ
けで
な
く 、

青
年た
ちの
相
互の
関
係に
くさ
び
を
打
ち
込み 、
み
ずか
ら
真の
姿へ
の
自
覚を

お
し
と
ど
め
て
い
く
よ
うに
作
用
し
て
い
る 。
と
す
れ
ば 、
そ
う
し
た
青
年
像
論
議
を
根
本
的に
批
判
し 、
現
代
青
年の

積
極
的
可
能
性 、
その
「
実
像」
を
明
る
み
に
さ
ら
す
仕
事は 、
青
年の
自
己
形
成の
た
め
に
さ
し
せ
まっ
て
緊
急かっ

不
可
避の
課
題と
お
も
わ
れて
き
ま
す 。
そ
れ
は 、
青
年自
身の
課
題で
も
あ
り
ま
しょ
う 。

自分をつ く る

自
己
形
成
と
は
そ
も
そ
も
な
ん
で
しょ
う 。
「『自
分』
と
は
？」
とい
う
問
題は
古
くて

新
し
い
もの
で
す 。
筆
者

は 、
「
自分
の
行
動・
生
き
方の
選
択の
基
準
と
な
る
もの
の
見
方・
考
え
方」
あ
る
い
は
その
「
土
台と
し
て
の
価
値

観」
を
「
自分」
の
中
心
内
容
と
み
て
い
る
よ
うで

す 。
し
っ
か
り
し
た
「自
分」
は 、
しっ
か
り
し
た
自
分
自
身の

「
価
値
観」
を
もつ
こ
と
で
あ
り 、
そ
れは
「
人
生の
羅
針
盤」
に
も
た
と
え
ら
れ
ま
す
ハ
科
学
的な
世
界
観とい
う
も

の
に
も
通
ずる
もの
で
しょ
う〉 。

価
値
観の
問
題は
常
識
的に
いっ
て
なに
を一
番
値
う
ち
ある
もの、
よ
き
もの
と
し
て
み
と
め 、
み
ずか
らの
生
活

の
な
か
で
どの
よ
うに
追
求
原
理
と
し
て
い
る
か 、
とい
うこ
と
に
あ
り
ま
しょ
う 。
し
か
し 、
価
値
ハよ
さ〉
とは
何

か 。
一
つ
の
考
え
方
と
し
て 、
そ
れ
を
体
験
さ
れ
た
感
覚
以
外の
とこ
ろ
に
は
認め
ない 。
む
し
ろ 、
感
覚の
あ
り
様
と

し
て
と
ら
え
る
もの
が
あ
り
ま
す 。
〈よ
さ〉
の
感
覚が
すべ
て
で
す 。
あ
る
意
味で
は
す
ぐ
れ
て
具
体
的
な
〈よ
さ〉

第 2 章79 
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の
見
方で
しょ
う
か 。
具
体
を
超
越し
た
ご
と
き
理
念
や
徳
目
を
価
値
と
し
て
は
う
け
入
れ
ない
立
場に
も
通
じ
ま
す 。

な
る
ほ
ど 、
み
ずか
らの
感
覚に
し
か
〈よ
さ〉
を
感
得
す
る
源
泉は
あ
り
ませ
ん 。
し
か
し 、
その
こ
と
は
その
感
覚

を
超
え
て
実
在
す
る
価
値や 、
そ
れ
をつ
か
み
と
る
可
能
性
を
否
定
す
るこ
と
とは
別の
は
ずで
す 。
い
ず
れに
し
て
も 、

な
に
が
真の
よ
さ
かの
聞い
は
真の
自
分
が
な
に
か
の
追
究
と
重
な
る
もの
で
しょ
う 。

筆
者は 、
『
現
代
学
生
気
質』
（問
中寛治〉
を
参
照
し
な
が
ら
「かっ
こ
よ
さ」
を
価
値
と
する
若
者の
意
識
を
検
討

し
て
い
ま
す 。
「
その
場の
状
況に
う
ま
くマ
ッ

チ
し」
「
さ
り
げ
な
く
ま
わ
りの
人に
自
分
を
印
象づ
け
る」
こ
と 、
決

っ
し
て
「
臭
くない」
とい
う
n

感じH
が
そ
れ
で
す 。
「
臭
く
ない」
とい
うの
は
「
う
さ
ん
臭い」
の

H
臭
さu
と

通
じ 、
背
後に
〈
その
筋の〉
意
図 、
わ
ざ
と
ら
し
さ
を
感
じ
さ
せ
ない
とい
う
意
味の
よ
うで
す 。
印
象づ
け
は 、
な

ん
ら
か
の
意
味で
際
立
ちの
結
果で
あ
る
と
す
れ
ば 、
た
ん
に
状
況にマ
V

チ
し
融
合
す
る
だ
けで
な
く 、
状
況
をの
り

こ
え
る
契
機が
不
可
欠で
しょ
う 。
な
に
と
対
決し 、
どこ
か
ら
どこ
へ
超
えて
い
くの
か 。い
か
に
さ
り
げ
な
くに
せ

よ 、
その
意
図
が
問
題で
す 。

今
日 、
その
筋は 、
臭
み
を
消
し 、
美
を
演
出
し
な
が
ら
わ
た
し
た
ち
の
意
識の
統
合
操
作
を
は
か
るこ
と
に
苦心
し

て
い
ま
す 。
そ
の
こ
と
に
無
批
判で
は
「かつ
こ
う」
は
っ
き
ま
せ
ん 。

二
つ
の
青
年
像の
対
比
と
学
生
た
ちの
反
応は
お
おい
に
議
論し
た
い
とこ
ろ
で
す 。
そ
れ
ぞ
れの
場で
検
証
すべ
き



テ
ーマ

が
あ
り
ま
す 。

前
者に
つ
い
て
は
「
虚
像」
の
創
作
を
感じ
ま
す 。
後
者に
つ
い
て
は
唐
突で
す
が 、
就
職
問
題の
重
圧
を
感じ
ま
し

た 。
今
日 、
たい
がい
の
学
生
が
卒
業
後
労
働
者に
なっ
て
い
く 。
彼
らの
命
運
と
青
年
学
生の
そ
れ
とは
別
途に
は
描

け
ない
事
態が
深
化し
て
い
ま
す 。
彼ら
がい
や
し
め
ら
れ
て
い
る
と
き 、
学
生
だ
け
誇り
高い
未
来
を
描
け
る
もの
で

は
あ
り
ま
せ
ん 。
企
業
社
会の
過
酷
さ、
野
蛮さ
を
今
日の
青
年は 、
き
わ
め
て
身
近に
直
観し
て
い
ま
す 。
え
げつ
な

い
採
用
基
準に
つ
い
て
も 。
し
か
し 、
その
際 、
わ
た
し
た
ち
は 、
労
働
能
力
を
売っ
て
も
人
格ま
で
企
業
資
本に
売
り

渡
すの
で
は
な
い 、
と
い
う
原
則
を
しっ
か
り
さ
せ
て
お
きた
い 。
企
業
資
本は
全
人
格の
従
属
を
強い
る
傾
向
をつ
ね

自分をつ く る

に
もっ
と
し
て
も
そ
れ
を
拒
否
す
る
自
由
と
運
動が
ま
た
存
在
す
る
こ
と 。
決し
て
売
り

わ
た
すこ
との
で
き
ない 、
人

間
と
し
て
の
良
心 、
尊
厳 、
人
道の
感
覚 、
自
主
自
立自
治の
精
神 。
こ
う
し
た
もの
を
わ
が
もの
と
する
が
ゆ
えに
そ

れ
を
軽
ん
じ 、

侮
り 、

否
定
す
る
もの
に
こ
だ
わ
り 、
自
己
自
身
を
み
と
め
さ
せ
て
い
くこ
とに
旺
盛
な
立
場
と
活
動の

自
由の
存
在。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
な
か
で
も
守
ら
れ
るべ
き
もの
で
す 。

第 2 章

青
年
た
ち
は
人
生の
な
か
で 、
友
人 、
友
情 、
そ
し
て
思い
や
り
を
大
切に
し
て
い
きたい
とい
う

志
向がつ
よい
こ

と
が
種々
の
調
査で
た
し
か
め
ら
れ
て
い
ま
す 。
相
手の
立
場の
尊
重の
感
覚といっ
て
もい
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。

し
か
し 、
そ
れ
は
つ
ね
に
相
手へ
の
旺
盛
な
関
心
と
働
き
か
け 、
相
互
批
判 、
自
己
批
判の
活
動
と
対立
する
もの
で
は

ない
で
しょ
う 。
お
互い
を
お
互い
の
創
造
物と
し
て
確
認
し
合
える
関
係の
な
か
に 、
友
情
も
存
在
す
る
で
しょ
う 。

8 1  
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人は
鏡
な
く
し
て自
己
を
み
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん 。
人
間に
は
人
間
とい
う

鏡が
必
要で
す 。
し
か
し 、
人
間
とい
う

鏡は
か
ぎ
り
な
く
豊か
な
屈
折の
仕
方
を
も
ち
ま
す 。
その
洞
察
をへ
て
は
じ
め
て
映し
だ
さ
れ
る
姿
を
正
し
く

読み
と

るこ
と
が
で
きる、
こ
の
こ
と
を
最
後に
強
調
し
たい
と
思い
ま
す 。

（同氏教育研究所所員〉



第
8

章

思
春
期
の
か
ら
だ
と
こ
こ
ろ

播
磨
俊
子

思
春
期
に
お
こ
る
身
体
の
変
化
は 、
子
ど
も
時
代
の
終
わ
り
を
告
げ
ま
す。
身
体
が
大
人へ
と
変
化
し
て
い
く

過
程
は 、

自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
男・
女
ら
し
さ
を
つ
くっ
て
い
く

過
程
で
あ
り 、
そ
れ
は
文
化
的・
社
会
的
な
価
値
基
準
を、
大
人

と
し
て
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
り
ま
す。
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
葛
藤
が
生
ま
れ
ま
す。
前
章
で
見
た
よ
う
な
自

分
ら
し
さ
の
模
索
の
過
程
で 、
あ
る
い
は
自
立
し
た
個
人
と
し
て
ま
わ
り
の
人々
と
新
た
な
関
係
を
作
り
あ
げ
て
い
く
上

で 、
身
体
の
問
題
は
大
き
な
役
割
を
担っ
て
い
ま
す。

と
こ
ろ
で 、
思
春
期
に
お
こ
る
身
体
の
成
熟
は 、
か
つ
て
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
身
体
の
異
変
で
す。
自
由
に
使い
こ

な
し
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
自
分
の
身
体
が 、
あ
る
日
突
然
未
知
の
世
界
の
秘
密
を
運
ん
で
き
ま
す。
そ
れ
は
望
む
と
望
ま

な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
やっ
て
き
て 、
自
分
の
意
志
や
努
力
で
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
身
体
的
条
件
を
つ
く
り
あ
げ
ま
す。

そ
し
て
大
人
に
なっ
て
い
く
た
め
に
は 、
そ
の
変
化
を、
た
と
え
息
むべ
き
も
の
と
感
じ
た
と
し
て
も 、
受
け
入
れ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん 。
思
春
期・
青
年
期
は 、
自
覚
的
に
自
己
を
模
索
し
自
己
変
革
を
は
か
る
と
い
う
意
志
的・
能

動
的
な
心
の
働
き
が
活
発
に
な
る
時
で
す
が 、
そ
の一
方
で 、
こ
の
よ
う
な
身
体
の
変
化
を
通
し
て 、
意
志
を
超
え
た
力

83 
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に
出
会
う
時
で
も
あ
り
ま
す 。
そ
し
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
変
容
を
実
現
す
る
と
い
う 、
い
わ
ば

受
動
的
な
心
の
あ
り
方
を
も
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
で
す。

そ
こ
に
は 、
い
ろ
ん
な
不
安
も
う
ま
れ
ま
す 。
成
熟
し
て
い
く
身
体
は
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
も
運
ん
で
く
る
の
で
す。

本
章
で
は 、
こ
の
よ
う
な
身
体
の
問
題
を
中
心
に 、
思
春
期・
青
年
期
の
心
の
変
化
や
葛
藤 、
大
人
に
な
る
こ
と
の
意

味
な
ど
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す。

大
人
の
身
体
に
な
る
と
い
う
こ
と

媛
性
の
生
理
の
始
動
と
心
の
ゆ
ら
め
き

英
米
語
で
は
思
春
期
の
こ
と
を
℃ロ
宮門
司
と
い
い
ま
す。
語
源
に
あ
た
る
ギ
リ
シ
ャ

語
は 、
毛
で
お
お
わ
れ
た
こ
と

と
い
う
意
味
だ
そ
う
で
す。
身
体
が
成
熟
し
は
じ
め
て
脇
毛
や
陰
毛
や
髭
の
は
え
は
じ
め
る
状
態
が 、
そ
の
ま
ま
こ
の
時

期
を
言
い
現
わ
す
こ
と
ぽ
に
なっ
て
い
ま
す。
日
本
語
の
思
春
期
と
い
う
こ
と
ば
に
く
らべ
る
と 、
何
か
即
物
的
で
余
情

の
な
い
こ
と
ば
に
思
わ
れ
ま
す
が 、
そ
の
分
だ
け
こ
の
時
期
の
大
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
の
生
物
と
し
て
の
必
然
を
率
直

に
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す。

性
的
な
能
力
の
成
熟
は 、
女
子
の
初
潮・
男
子
の
精
通
体
験
と
なっ
て
あ
ら
わ
れ
ま
す。
性
別
を
証
す
身
体の一
部
で

し
か
な
かっ
た
性
器
が 、
こ
の
瞬
間
に
自
ら
の
コ
γ
ト
ロ
ー

ル
を
こ与え
た
未
知
の
生
理
活
動
の
担
い
手
と
し
て
登
場
し
て



き
ま
す 。
そ
れ
は
生
物
の
能
力
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と 、
生
涯
の
な
か
で
も
最
も
画
期
的
な
質
的
変
化
の一
つ
で
す。

人
間
と
い
う

存
在
の
過
去
と
未
来
を
つ
な
ぐ
n

命
の
誕
生H
を
実
現
す
る
能
力
が
そ
な
わっ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り 、
生

物
と
し
て
ま
さ
に
「一
人
前」
に
なっ
た
と
い
う
こ
と
で
す。

第 3 章 思春期のか らだ と こ こ ろ

し
か
し 、
現
代
で
は
初
潮・
精
通
年
齢
は 、
社
会
的・
文
化
的
な
意
味
で
の
ご
人
前」
を
認
め
ら
れ
る
時
期
に
く
ら

べ
て 、
あ
ま
り
に
も
幼
い
と
い
え
ま
す。
も
と
も
と
生
理
的
成
熟
と
社
会
的
諸
能
力
が
身
に
つ
き
自
立
し
た
個
人
と
し
て

認
め
ら
れ
る
時
期
と
の
ズ
レ
が 、
子
ど
も
で
も
な
く
大
人
で
も
ない
「
青
年
期」
と
い
う
人
生
の一
時
期
を
う
み
だ
し
ま

し
た 。
高
学
歴
社
会
で
社
会
的・
経
済
的
自
立
の
時
期
が
遅
く
な
る一
方 、
発
達
加
速
現
象
〈
身
体
的
成
熟
年
齢
が
前
傾

化
し
て
く
る
こ
と〉
が
指
摘
さ
れ
る
現
代
の
日
本
で
は 、
そ
の
ズ
レ
は
と
て
も－
大
き
く
なっ
て
い
ま
す。

た
と
え
ば 、
一
九
八一
年
に
実
施
さ
れ
た
日
本
性
教
育
協
会
の
調
査
Q
青
少
年の
性行
動
第2
回』〉
で
は 、
初
潮
平
均

年
齢
は一
二
歳
三・
九
月
と
なっ
て
い
ま
す。
一
九
四
五
年
の
平
均
年
齢
が一
五
歳
三
月
〈
野
中
実
『初
潮に
関
する一
研

究』
高
知
大
学
教
育
学
部
研
究
翌日
第3
部〉
で
あ
る
の
に
く
らべ
る
と 、
と
て
も
早
く
なっ
て
い
る
と
い
え
ま
す。
同
調
査

で
は 、
戦
後つ
づ
い
た
前
傾
化
は 、
一
九
七
四
年
噴
をピ
l
ク
に
そ
のス
ピー
ド

が
鈍
り 、

現
在
で
は
下
限
を
小
学
四・

五
年
（一
O
%）
と
し 、
上
限
を
中
学一
・

二
年
（
九
O
%〉
と
す
る
年
齢
に
安
定
し
て
き
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す

（
万
羽 、
一
九八六
年三
こ
の
年
齢
は 、
社
会
的
に
み
れ
ば
本
当
に
幼い
年
齢
で
す。

こ
の
よ
う
な
幼
い
年
齢
で
の
身
体
の
成
熟
は 、
生
理
的
な
成
熟
が
もっ
「
節
目」
と
し
て
の
自
覚
を、
本
人
に
とっ
て

も
社
会
的
に
も 、
あ
い
ま
い
な
も
の
に
し
て
し
まっ
た
と
い
え
ま
す。
た
と
え
ば
就
職
な
ど
社
会
的
立
場
の
変
化
が
大
人
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へ
の
参
加
の
証
と
し
て
ま
わ
り
か
ら
祝
福
を
受
け
る
の
に
た
い
し
て 、
性
の
成
熟
は
秘
めら
れ
た
個
人
的
体
験
と
し
て 、

個
人
の
力
で
心
の
内
面
に
意
味
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん 。
幼
い
年
齢
で
こ
の
よ
う
な
体
験
を
く
ぐ
り
故
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が 、
現
代
の
身
体
の
成
熟
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
考
え
る
上
で
重
要
な
部
分
を
な
し
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す。

初
潮
や
精
通
体
験
は、
知
的
に
理
解
で
き
る
体
験
と
し
て
以
上
に 、
情
緒
的
な
体
験
と
し
て
心
を
ゆ
さ
ぶ
り
ま
す。
あ

る
日
突
然
自
分
の
身
体
か
ら
出
て
き
た
大
人
の
し
る
し
を
見
て 、
子
ど
も
は
驚
き
と
恥
の
感
情
に
お
そ
わ
れ
ま
す。
一
応

の
科
学
的
知
識
は 、
事
態
を
理
解
す
る
た
め
の
助
け
に
な
り
ま
す
が 、
知
的
な
理
解
だ
け
で
と
ま
ど
い
や
不
安
が
解
決
す

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。

こ
の
年
齢
で
は、
こ
の
よ
う
な
身
体
の
異
変
が 、
結
婚・
出産・
子
育
て
と
い
う

社
会
的
関
係
の
な
か
で
営
ま
れ
る
人

間
的
な
愛
と
性
の
能
力
の
誕
生
な
の
だ
と
い
う
実
感
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん 。
そ
れ
ら
は、
は
る
か
未
来の
出
来
事
で

あ
り 、
現
実
感
は
薄い
の
で
す。
「
今
の
自
分」
に
とっ
て
こ
の
身
体
の
変
化
が
何
を
意
味
し 、
ど
う
価
値づ
け
ら
れ
る

の
か
は
っ
き
り
し
な
い 。
事
態
の
意
味
を
ど
う
了
解
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が 、
心
を
不
安
に
す
る
の
で
す。

た
と
え
ば 、
Y
子
は
小
学
六
年
の
春
に
野
外
子
ど
も
合
宿
に
参
加
し 、
そ
の
途
中
で
初
潮
を
迎
え 、
泣
き
出
し
て
し
ま

い
ま
し
た 。
Y
子
は
聡
明
な
少
女
で 、
生
理
に
つ
い
て
の
知
識
は
もっ
て
い
ま
し
た
し 、
合
宿
前
に
も
母
親
か
ら
い
ろ
い

ろ
注
意
を
う
け 、
万一
の
準
備
も
し
て
き
で
い
た
の
で
す。
そ
れ
で
も 、
親
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
現
実
に
初
潮
を
迎
え

た
時 、
泣
き
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
す。
幸
い 、
指
導
員の
女
子
学
生
が
事
態
を
察
し 、
お
祝い
の
こ
と
ば



と
と
もに
適
切
な
処
置
を
し
て
く
れ
ま
し
た 。
そ
し
て
自
らの
初
潮
体
験
ま
で
語っ
て
く

れ
たこ
と
で 、
Y
子
は
元
気に

な
り

残
りの

数
日
を
楽
し
く

過ご
すこ
と
が
で
き
たの
で
す 。
性の
成
熟が
科
学
的
知
識と
し
て
だ
けで
な
く 、
よ
り

全

人
格
的
な
意
味で
心に
納
得で
き
た
時 、
不
安
は
成
長
する
こ
とへ
の
誇
ら
し
きの
な
か
に
解
消
さ
れる
の
で
す 。

初
潮・
精
通
体
験に
か
ぎら
ず 、
性の
成
熟に
よっ
て
起こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
心
の
ゆ
らめ
き
を
乗り
越
え
てい
く

上で 、

身
近に
い
る
向
性の
大
人
や
先
輩・
友
人た
ち
の
役
割は
大
切で
す 。
友
人
と
秘
密
を
打ち
明
け
合い 、
皆
も自
分
と
同

第 3章 思春期のか ら だ と こ こ ろ

じ
なの
だ
と
知るこ
と
で 、
心
身の
変
化
を
安心
し
て
受
けい
れ
るこ
と
が
で
き
ま
す 。

ま
た
向
性の
親
との
心の
つ
な
が
り
は、
そ
れ
らの
体
験
を
自
然に
し
か
も
誇
ら
し
い
もの
と
し
て
受
けい
れ
てい
く

上で 、
大
き
な
意
味を
もっ
て
い
ま
す 。
お
父
さ
ん・
お
母
さ
ん
も 、
か
つ
て
自分
と
同じ
体
験
を
く
ぐ
り

抜
けて
き
た

の
だ
と
感
じ
ら
れ
た
時 、
子
ど
も
は自
分
の
成
長の
意
味を
実
感し
ま
す 。
そ
して 、
同じ
体
験
を
共
有
する
「
向
性」

と
し
て
の一
体
感
や
仲
間
意
識
を
感じ
るこ
と
で 、
安
定
感
を
得る
の
で
す 。

その
よ
う
な
意
味で 、
数
年
前
好
評
を
博し
た
テレ
ビ
ド
ラマ
『
北の
固か
ら』ハ倉本聡 、
理論社からシナリオが出

版されてい
ます〉
の
な
か
に
拙か
れ
た 、
息
子の
性の
芽
生
え
を
め
ぐ
る
父
と
子の
関
係は 、
き
わ
やか
に
い
きい
き
と

思
春
期の
性
を
考え
さ
せ
ま
す 。

五
年
生の
純
少
年
は、
女
性の
身
体に
興
味
を
ひ
か
れ 、
し
か
もオ
チ
ン
チ
シ
がム
ズム
ズ
す
る
よ
うに
なっ
て
き
た

こ
と
に 、
戸
惑い
を
感じ
ま
す 。
そ
し
て
その
よ
う
な
自分
に
罪
悪
感
を
もっ
と
同
時に 、
「
果た
し
て
ど
うい
うこ
と

だ」
と
疑
問
を
抱
くの
で
す 。
や
が
て
敬
愛
する
担
任の
涼
子
先
生の
胸
元
を
みつ
め
て
し
まっ
た
自分
に
気づ
くに
お
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よ
ん
で 、
も
は
や
救い
難い
よ
う
な
罪
悪
感に
お
そ
わ
れ
ま
す 。
そ
して 、
その
よ
う
な
心
身の
動
き
を
律
するこ
との

で
き
ない
自
分
は
「
頭が
お
か
し
く
なっ
た」
と
思
うの
で
す 。

そ
ん
な
あ
る
冬の
夜 、
純に
とっ
て
は
重
大
な
秘
密の
象
徴と
もい
え
る
友
達か
ら
も
らっ
た
ポ
ル
ノ
雑
誌を、
父
親

が
無
造
作に
「
燃
料」
に
し
て
し
ま
うの

を
見て
驚
き
ま
す 。
そ
して 、
こ
れ
ま
での
心
配
を
打
ち
明
ける
決
心
を
する

の
で
す 。

「『
父
さ
ん 。』
『ん
？』
『
｜｜ゴ

メ
γ
ナ
サ
イ』
『
何が』
『ぼ
くは
11lこ

の
とこ
ろ
｜｜

病
気な
の
で』『
病
気
？』

『ハ
イ』
『どこ
が』『
そ
れ
が』

『｜｜』
『つ
ま
り
｜｜ 。

何
ちゅ
うか 、

｜｜頭が
変に
なっ
て
きて
お
り』
：：：

後

略・・・・・・」
こ
ん
な
風に
し
て
始
ま
る
純の
打
ち
明
け
話に 、
父
親は
「『
病
気じ
ゃ
ない
よ 。
そ
れは
お
前
が
大
人に
なっ
た
証

拠
だ 、
大
人の
男は
み
ん
な
そ
う
だ』
『
父
さ
ん
も
？』
『
も
ち
ろ
ん
さ』」
と
応
え
ま
す 。
純は 、
その
こ
と
ばに
大い

に
安
心
し
ま
す 。
そ
し
て
「『自
然
現
象だ 、
威
張っ
て
り
ゃ
い
い 、
い
よ
い
よ
大
人に
なっ
たγ
だ 。
一
人
前に
扱わ

お
前
も一
人
前に
働か
な
く
ちゃ
だ
め
だ
ぞ』」
とい
わ
れ 、
そ
れ
まで
後ろ
め
た
く

恥
ずべ
き
もの
と

な
く
ちゃ
な 、

し
て
感じ
てい
た
こ
と
を、
ご
く自
然に 、
大
人に
なっ
てい
くこ
とへ
の
自
覚と
誇
り
と
し
て
感じ
るこ
と
が
出
来る

よ
うに
な
る
の
で
す 。

性の
成
熟に
まつ
わ
る
心の
ゆ
ら
め
き
を、
誰に
告
げ 、
誰
と
共
感
し
合っ
て
大
人に
な
るこ
と
を
受
け
入
れてい
く

か
は 、
子
ど
も
を
取
り

巻
く
人
間
関
係の
質を
浮か
び
上
ら
せ
る
とい
え
る
か
も
し
れ
ませ
ん 。
非
行
を
繰
り
返
す
少
女



達の
な
か
に
は、
母
親
や
身
近
な
大
人
か
らの
暖か
い
心
く
ば
り
が
ない
ま
ま、
初
潮の
体
験
を
く
ぐ
り

故
けて
き
た
例

が
多
く
み
ら
れ
ま
す 。

た
と
え
ば 、
家
出・
恐
喝・
暴
力
行
為
を
繰
り

返し
た
中
学二
年の
A
子の
場
合、
家
庭
裁
判
所に
呼び
出
さ
れ
た
母

親
は、
A
子の
生
理
が
すで
に
始
まっ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
かっ
た
し 、
関
心
を
示
そ
う
と
も
し
ま
せ
ん
で
し
た 。
ま

たシ
ン
ナ
ー・

窃
盗・
家
出
を
繰
り

返し
た
中
学三
年の
R
子の
場
合
は、
実
際の
初
潮よ
り一

年
近
く
も
前か
ら、
母

親に
生
理
が
あ
る
と
嘘
をつ
き
通
し
てい
ま
し
た 。

思
春
期の
と
ま
どい
や不
安に
ゆ
れ
うご
く
心
を
支
え
て
く

れ
る
は
ずの
暖か
い
人
間
関
係が
な
く 、

孤
独の
中に
放

置
さ
れて
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
ま
す 。

第 3 :il言 思春期のか らだ と こ こ ろ

協
男・
女
と
し
て
の
容
姿
と
自
己
像

身
体の
成
熟が
も
た
ら
す
心の
ゆ
ら
め
き
は、
直
接
的
な
性の
生
理
に
まつ
わ
る
面
だ
けで
あ
り
ま
せ
ん 。
大
人の
外

観
を
もっ
身
体へ
と
変
化し
てい
く
過
程
は
ま
た 、
自
分
自
身へ
の
関
心
が
深
まる
過
程で
もあ
り
ま
す 。
自
分
が
どん

な
人
聞か
を
模
索し
は
じ
め
た
時 、
他
者の
ま
な
ざし
の
な
かに
映る自
分
は
ど
ん
な自
分
な
の
か 、
その
こ
と
が
とて

も
気に
な
り
ま
す 。

89 

と
り
わ
け 、
変
化
する
自分
の
身
体に
関
心
を
も
ち 、
異
性
を
意
識し
は
じ
め
るこ
の
時
期に
は、
男・
女と
し
て
の

自
分
の
容
姿が 、
他
者
〈
と
り

わ
け
異
性）
に
ど
う

評
価さ
れ
る
か
は、
と
て
も
大
き
な
問
題で
す 。
自
分
は
どん
なタ
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イプ
の
男
性
（
女
性〉
に
見え
る
の
か 、
ど
ん
な
タ
イプ
の
男
性
（
女
性〉
に
な
り
たい
の
か 、
自
己
像の
模
索の
過
程

で 、
こ
の
よ
う
な
聞い
が
心
を
悩
ま
せ
ま
す 。
女の
子の
場
合
は
特に
そ
うで
す 。

し
か
し 、
身
体
は
選
択の
余
地
を
許し
て
く

れ
ませ
ん 。
か
すみ
草の
よ
うな
風
情の
少
女に
と
願っ
て
も、
ひ
ま
わ

りの
よ
う
な
印
象の
身
体に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。
他
者の
目に
映る自
分
の
姿を
模
索し 、
自
分
の
理
想
像
と
折
り

合い
をつ
け
な
が
ら、
与
え
ら
れ
た
自
分
の
身
体を、
「こ
れ
が自
分
だ」
と
受
け
入
れて
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ない
の

で
す 。
そ
れは 、
あ
き
ら
め
と
よ
り
よ
く

見え
る自
分
をつ
くる
努
力
と
が
混
り

合っ
た
過
程で
す 。
子
ど
も
時
代に
は

な
かっ
た
劣
等
感と
優
越
感 、
自
己
嫌
悪と自
己
陶
酔が
交
錯し 、
心
が
ゆ
らめ
き
ま
す 。

一
般に 、
私
達の
文
化
で
は、
髪
型
や
服
装な
ど
外
観の
印
象
は、
その
人
らし
さ
を
表
現
する
重
要
な
役
割を
担っ

て
い
ま
す 。
そ
し
て
外
観へ
の
配
慮の
仕
方は 、
自
分
を
ど
れ
く
らい
肯
定
的に
受
け
入
れ
愛せ
てい
る
か
とい
う 、
そ

の
人の
内
面
を
徴
妙に
反
映
し
て
い
ま
す 。
心
理
臨
床の
場
面で
は 、
基
本
的な
情
緒
的
安
定
感が
崩
れて自
分
を
受
け

入
れ
る
こ
と
が
で
きな
く
なっ
て
い
る
時に
は 、
外
観に
無
頓
着に
なっ
た
り 、
服
装や
髪
型が不
調
和に
なっ
た
り

す

よ
く

知
ら
れて
い
ま
す 。
情
緒が
安
定し
自
分
を
取
り

戻し
始め
る
と 、
髪
型や
服
装に
も
そ

る
場
合
が
多い
こ
と
は 、

の
人
ら
しい

配
慮が
戻っ
て
く
る
の
で
す 。

こ
の
よ
うに

考え
る
と 、
「こ
れ
が
自
分
だ」
とい
う

安
定し
た
自
己
意
識や自
己
像を
模
索し
てい
る
思
春
期・
青

年
期に
は 、
別に
恋し
て
い
る
の
で
な
くて
も 、
外
観に
こ
だ
わ
る
の
は
あ
た
り
ま
え
とい
え
ま
す 。
あ
き
もせ
ず
鏡に

向かっ
た
り

髪
型に
こっ
た
り
す
る
の
は 、
人
目
が
気に
な
る
か
らで
あ
る
と
同
時に 、
自
分
に
とっ
て
も
好
ま
しい
も



の
と
し
て
自分
を
肯
定
的に
受
け
入
れ
て
い
こ
う
と
する
試
行
錯
誤の
あ
ら
わ
れで
も
あ
り
ま
す 。

と
はい
え 、
突
然こ
れ
ま
で
に
ない
よ
う
な
過
剰
なこ
だ
わ
り
が
始
まっ
た
り 、

極
端な
無
頓
着さ
を
示
し
始め
る
時

に
は、
な
ん
ら
か
の
不
安
定
感の
サ
イγ
で
す 。
ほ
と
ん
ど
の
場
合、
ま
わ
りの
人々
に
自分へ
の
配
慮
（
干
渉で
は
な

く〉
を
求め
る
気
持
ち
が
表
現
さ
れて
い
ま
す 。
自分
の
身
体が
大
人へ
と
変
化
し
てい
くこ
と
に
さ
えこ
だ
わ
り 、

子

ど
もの
よ
う
な
身
体
を
保
と
う
と
する
拒
食
症
は、
その
極
端
な
場
合
だ
とい
う
見
方
もで
きる
の
で
す 。

思
春
期・
青
年
期
は、
大
人へ
と
脱
皮
す
る
た
め
に 、
男・
女と
し
て
の
自
分
ら
しい
外
観
を
整
え
て
納
得し
てい
く

作
業が 、
大
切な
意
味
を
担
う

時
期
な
の
で
す 。

第 3章 J思春期のか らだ と こ こ ろ

性
の
秘
密
を
知
る
と
い
う
こ
と

111性のめざめと人格の発
湾｜｜

鈎「
性
的
行
為」
へ
の
好
奇
心

9 1 

性の
成
熟に
よっ
て
お
こ
る
身
体の
変
化の
な
か
で 、
最
も
悩
ま
し
くか
っ
避
け
難い
誘
惑
力
を
もつ
の
は、
性
的
欲

求
と
性
的
行
為に
関
す
る
好
奇心
で
す 。
身
体の
成
熟と
は、
本
来
生
殖
（
受
精に
必
要な
性
行
動
と
妊
娠・
出
産〉
を

可
能に
す
る
た
め
の
もの
と
考
え
る
な
ら
ば 、
そ
れ
は
身
体の
成
熟の
本
質
的な
結
果とい
え
る
で
しょ
う 。
そ
れ
故に 、

性
欲
と
具
体
的
な
性
的
行
為に
たい
し
て
ど
ん
な
価
値
意
識
を
形
成
する
か
は、
人
格の
発
達に
とっ
て
重
要
な
問
題で

す 。
先に
み
た
純
少
年に
し
て
も 、
「
大
人に
なっ
た
証
拠」
と
して
納
得で
き
た
性
的
欲
求
と 、
どの
よ
うに
つ
き
合
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性教育 「思春期への メ マ セージ」表 m - 1
汁玄らだへの疑問を出 しつ く す （ 1 時間
2・ ｜ 赤ち 干ん誕生の秘密 （ 1 時間
s. I お母さんになる女の子のからだ （ 1 時間〉
4. I お父さんになる男の子のからだ （ 1 時間〉
s. I r-1! ,, ? .A」 っ て ， なに ？ ( 2 時間
6. I 卵子をめざす精子の旅 （ 1 時間〉
に ｜ 愛って ， 何だろ う ( 1 時間）
s. I 時期をど う 時るか （ 1 時間

出所〉 望 月 正弘 『13歳の性』 太郎次郎也

っ
て
い
くの
か
は、
今
後に
残さ
れ
た
課
題
な
の
で
す 。

一
般に 、
性
欲は
「
劣
情」
な
ど
と
表
現
さ
れ 、
い
や
し
く

醜い
もの

と
し
て
あっ
か
わ
れ
ま
す 。
し
か
し
その
一
方で
は、
「
劣
情」
を
刺
激

する
文
化
が
大
手
を
ふっ
て
街に
あふ
れ
で
い
ま
す 。

性に
目
覚め
た
子
ど
も
達の
多
く
は、
その
よ
う
な
文
化の
な
か
か
ら

性
欲
や
性
交に
つ
い
て
の
知
識
を
吸
収し
ま
す 。
大
人の
本の
盗
み
読み

どこ
ろ
か 、
数
多
く
出
回っ
てい
る
思
春
期
向
けの
性
雑
誌
す
ら、
性
欲

を
刺
激
する
記
事
や
写
真
を
満
載し 、
性
交
体
験の
有
無
を
取
り

沙
汰し 、

ま
た
相
手
に
強い
快
感
を
与
え
る
性
交の
技
術を
解
説し
てい
ま
す 。

そこ
で
は、
性
交
は
もっ
ぱ
ら
身
体の
快
感
を
得る
営み
と
し
て
と
り

あ
げ
ら
れ
てい
る
とい
え
ま
す 。
人
格の
ふ
れ
合い
と
し
て
の
意
味
や 、
「
命」
の
誕
生に
か
か
わ
る
神
聖
な
「
生の
営

み」
と
し
て
考
え
る
視
点
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん 。
女の
体
を
快
楽
を
売る
商
品
と
し
て
扱
うこ
と
や 、
成
り
行
きで

好
きで
も
ない
人とセy
ク
ス
し
ちゃっ
た：：：
と
いっ
た
中
学・
高
校
生の
体
験を、
驚
くに
た
り
ない
性の
生
態の

よ
うに
受
け
と
め
る
感
覚が
共
有さ
れ
ま
す 。
そ
し
て
大
人
達
は
その
よ
う
な
性に
たい
する
感
覚を
お
そ
れ 、
こ
の
間

題か
ら
子
ど
も
を
遠
ざ
け
よ
う
と
腐
心
する
の
で
す 。

し
か
し 、
身
体が
成
熟し
て
き
た
子
ど
もに
とっ
て 、
性
欲
や
性
交の
問
題
は
避
け
て
と
お
れる
は
ずが
あ
り
ま
せ
ん 。



こ
の
問
題に
どの
よ
う
な
態
度
を
と
る
自己
を
形
成
する
か
は、
本
来 、
大
人に
な
る
た
め
の
不
可
欠の
中
身だ
か
らで

す 。
その
意
味では、
性
欲
や
性
交
を
「
真に」
理
解
するこ
との
な
か
に 、
大
人
と
し
て
自
立で
き
る
人
格
的
な
力
を

身に
つ
け
る
大
切
な
契
機の一
つ
が
あ
る
と
もい
え
るの
で
す 。

緩
人
格
発
達
の
契
機
と
し
て
の
「
性」
の
理
解

性
欲
や
性
交につ
い
て
知
る
こ
と
が 、
人
格
発
達の
契
機と
し
て
意
義
深い
もの
に
な
るか
ど
うか
は、
性に
目
覚め

た
時
期に 、
ど
の
よ
う
な
形で
こ
の
問
題
と
出
会
うか
に
深
くか
か
わっ
てい
ま
す 。
こ
の
時
期に
つ
く
ら
れ
た
性に
た

い
する
感
受
性
は、
その
後に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す 。

第 3 章 思春期のからだ と こ こ ろ

その
よ
う
な
意
味で 、
望
月
正
弘
氏の
「
思
春
期へ
の
メッ
セ
ー

ジ」
と
題さ
れ
た
性
教
育の
授
業
実
践と
子
ど
も
達

の
反
応
は、
多
くの
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す（『ロ
歳の
性』
太郎次郎社） 。

望
月
氏
は、
「
〈
性
交〉
が
欠
落し
た
性
教
育の
授
業
は、
ど
う
し
て
も
逃
げの
授
業に
な
る
し 、
ご
ま
か
しの
授
業

に
なっ
て
し
ま
う 。」
「
子
ど
も
と
『ほ
ん
もの
の
関
係』
をつ
く
り
たい
わ
た
し
と
し
て
は、
セッ
ク
ス
を
逃
げて
と
お

る
わ
けに
はい
か
ない 。
い
や 、
その
こ
と
を
と
お
し
て 、
人
間の
すば
ら
し
き
ゃ
人
間
ら
しい
よ
ろこ
び・
悩み
もお

し
え
て
み
たい」
とい
う

思い
か
ら
性
教
育
を
聞い
直し
てい
ま
す 。
そ
し
て 、
小
学
六
年
生
向
けに
表
皿ーー
の
よ
う

な
構
成の
九
時
間の
授
業
を
生み
出し
てい
ま
す 。

L
で
子
ど
もの
日
常の
な
か
に
あ
る
「ス
ケベ
でエ
y

チ」
な
性へ
の
関
心
を
は
き
出
させ
た
後 、
先
生か
ら
子
ど
も
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図 llf - 1 性的行動の初経験年齢分布
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出所） 宮原忍 「性的行動の発達， 初経齢年齢分布 を 中 心に」 『現代位教育研究』

1982年 2 月 号．

図 凹 一 2 女子高校生の性行動の経験率
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達に
向
け
ら
れ
たメッ
セ
ー

ジ
は 、
次の
よ
う
な
もの
で
す 。
「コ
ソコ
ソ
と
か
げで
い
や
ら
し
く
や
ら
れ
て
い
たこ
と

を、
堂々
と
や
り
たい
の
で
す 。
そ
して 、
そ
れが
ほ
ん
と
うに
『い
や
ら
しい
か』
を
考
え
たい
の
で
す 。」

こ
の
よ
うに
し
て
始
まる
授
業は 、
広
で 、
命
を
誕
生さ
せ
る
精
子
と
卵
子の
結びつ
きが 、
具
体
的に
は
ど
うい
う

方
法で
実
現
す
る
か
を
詳し
く

教
え
ま
す 。
植
物か
ら
見
虫・
魚・
蛙
と
進み 、
犬の
交
尾か
ら
人
間の
性
交へ
と
至る

授
業の
後 、
子
ど
もは
次の
よ
う
な
感
想
をのべ
て
い
ま
す 。

「由。”
は
い
や
ら
しい
もの
だ
と
思っ
て
い
ま
し
た
が 、
今日
の
授
業で
い
や
ら
しい
もの
で
ない
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た 。
ハ中略）
子
孫 、がい
な
く
なっ
た
ら
お
し
まい
で
す 。
その
た
め
に
人
間の
体は
ふ
し
ぎな
く
らい
よ
くで
きて
い

思春期のか らだ と こ こ ろ

る 、
とい
うこ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
よ
「
私
も
大
き
く
なっ
た
ら
赤
ちゃ
ん
を
生
む
と
思
う
け
ど 、
生
む
ま
で
に
は
大
人

に
な
り 、い
ろ
ん
なこ
と
を
考
え
た
り 、

経
験し
た
り

するの
だ 、
とい
うこ
と
が
わ
か
り
ま
し
た 。
セッ
ク
ス
は
遊び

で
で
き
な
くて 、
本
当に
愛し
て
い
る
人
と
する
ん
だ
な 、
と
思い
ま
し
た 。」

そ
して 、
次の
時
間 、
性
交
後の
「
精
子の
旅」
と
「
卵
子
との
結
合の
瞬
間」
をピ
デ
オ
で
見
た
子
ど
も
達は 、
感

動
を
もっ
て
次の
よ
うに
のべ
て
い
ま
す 。

「：：：
三
億
分の一
と
四
百分
の一
か
ら
出て
き
た
ラッ
キ
ー

な
ぼ
く
だ

こ
し
で
も
気づ
い
た
だ
ろ
う
か
一
人で
も
気づ
い
た
だ
ろ
うか

うこ
と
を
知っ
て
い
た
だ
ろ
う
か

生
れ
て
か
らい
ま
まで
こ
の
こ
とに
す

第 3 章

ぼ
くは
死ん
で
いっ
た
精
子・
卵
子の
代
表だ
とい

こ
の
不
思
議
い
ま
は
じ
め
て
わ
かっ
たの
だ：：：」
「ぼ
く
は
ど
う
し
て
こ
こ
に

9ラ

ぼ
くは
こ
の
授
業
を
や
る
前は
そん
なこ
と
を
ぜ
ん
ぜ
ん
思
わ
な
かっ
た

い
る
の
だ
ろ
う

い
まは
ほ
ん
と
う
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い
の
ち
が
もっ
た
い
な
く
感
じ
て
た
ま
ら
な
い 。
：：：」

「：：：
い
ま
信
じ
ら
れ
な
い
も
の
を
見
た
こ
の
ま
ま

い
く
と
りっ
ぱ
な
大
人
に
な
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
だっ
て
す
ば
ら
し
い
こ
と

気
どっ
ち
ゃ
う
み
た
い
だ
な
あ：：：」

す
ば
ら
し
い
話
す
ば
ら
し
い

も
の
を
見
た
の
だ
か
ら
子
孫
を
つ
く
る
と
い
う
だ
い
じ
な
こ
と

窃「
命」
や
「
自
分」
を
見
つ
め
な
お
す

男
と
女
の 、
し
た
がっ
て
父
と
母
の
性
交
に
よっ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
伝
子
を
もっ
精
子
と
卵
子
が
結
合
し 、
だ
か
ら
こ

そ 、
父
や
母
や
祖
父
母
に
似
た
自
分
が
今こ
こ
に
あ
る
こ
と
を
知っ
た
子
ど
も
達 、
そ
し
て
自
分
の
「
性」
も
そ
の
よ
う

な
命
の
誕
生
を
担っ
た
も
の
な
の
だ
と
知っ
た
子
ど
も
達
は 、
深
く
感
動
し 、
性
の
問
題
を
越
え
て
「
命」
や
「
自
分」

の
意
味
さ
え
考
え
て
い
ま
す。

性
交
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
話
が
な
く 、

精
子
と
卵
子
の
結
合
の
生
理
学
的
説
明
を
聞
く
だ
け
の
授
業
で
あ
れ
ば 、
子

ど
も
達
は
問
題
を
こ
れ
ほ
ど
自
分
に
引
き
寄
せ
て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
かっ
た
と
思
わ
れ
ま
す 。
そ
れ
故 、
性
の
秘

密
を
知
る
こ
と
で
自
分
の
存
在
そ
の
も
の
に
ま
で
思
い
を
深
め
る
こ
と
も
な
か
っ

た
で
し
ょ
う 。

こ
の
授
業
の
思
い
出
と
し
て
中
学
生
が
の
べ
て
い
る
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
に
も 、
性
や
性
交
を
「
真に」
知
る
こ
と
が 、

思
春
期
の
人
格
発
達
の
大
切
な
契
機
の一
つ
に
な
り
う
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
ま
す。
「い
た
ず
ら
で
エ
ッ

チ
な
男
の
子
が 、

あ
の
授
業
の
あ
と
で
は 、
あ
ん
ま
り
そ
の
こ
と
を
言
わ
な
く
なっ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す。」

性
や
性
交に
つ
い
て
わ
人
格
に
触
れ
る
よ
う
な
深い
知
的
体
験
は 、
性へ
の
感
受
性
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す。
も



ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
体
験
さ
え
あ
れ
ば 、
そ
の
後
の
人
生
で
動
物
的
な
後
ろ
め
た
い
性
の
衝
動
に
悩
ま
され
る
こ
と
も 、

子
育
て
を共
にで
き
な
い
相
手
に
性
愛
を
感
じ
て
悩
ん
だ
り

す
る
こ
と
も
な
く
な
る 、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う 。

成
熟
し
た
身
体
を
も
っ
男・
女
と
し
て
生
き
て
い
く

過
程
で
は 、
さ
ま
ざ
ま
な
愛
と
性
の
寓
藤
に
出
会
う
で
し
ょ
う 。
し

か
し
そ
の
よ
う
な
時 、
思
春
期
に
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
知
識
と
感
受
性
を
培っ
た
か
が 、
葛
藤
を
乗
り

越
え
る
具
体

的
な
行
動
を
方
向づ
け
る
上
で 、
貴
重
な
指
針
に
な
る
と
い
え
ま
す。

人
聞
の
性
行
動
を
「
生
殖
の
論
理」
か
ら
解
放
し
て
い
る
「
避
妊」
や
「
中
絶」
の
意
義
も 、
そ
の
よ
う
な
感
受
性
の

は
じ
め
て
そ
の
人
間
的
な
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
え
ま
す。

土
台
が
あっ
て
こ
そ 、

第 3 章 思春期のか ら だ と こ こ ろ

性
と
人
間
関
係

｜｜
セ
ッ
ク
ス
と

愛｜｜

務
「
聖」
と
「
汚」
の
あ
い
だ
で

性
交
の
初
体
験
年
齢
は 、
年々
低
年
齢
化
し
て
い
ま
す。

図
面11
は
性
行
動
の
初
経
験
年
齢
分
布で
す。
一
九
七
四
年
か
ら
一
九
八一
年
の
聞
に 、
全
て
の
項
目
に
お
い
て
初

経
験
年
齢
が
早
く
なっ
て
い
ま
す。
特
に
女
子
に
お
い
て
目
立
ち
ま
す。
図
El
2
は
女
子
高
校
生
の
性
行
動
の
経
験
率

で
す。
別
の
調
査
では 、
高
校
三
年
生
の
性
交
経
験
率
は
男
子
二
二
% 、
女
子一一一
%
ハ
都
内
の
公・
私
立
高
校
生
二
四
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0
0
名
対
象 。
東
京
都
高
等
学
校
性
教
育
研
究
会 、

性
交
は
単な
る
性
欲
解
消の
た
めの
行
為で
も
あ
り

得る
し 、
男
女の
愛の
極
限の
表
現
と
し
て
の
意
味
を
担
うこ
と

も
あ
り
ま
す 。
し
か
しい
ず
れ
に
し
て
も
「
相
手
（
他
者〉
との
関
係」
の
中で
営ま
れ
る
もの
で
す 。
そ
れ
ゆ
え 、
か

一
九
八
四
年）
と
なっ
て
い
ま
す 。

か
わ
り
を
もっ
相
手
と
どの
よ
う
な
人
間
関
係
をつ
くっ
て
い
る
か
が 、
人
格
形
成の
上
で
は
大
きな
問
題に
な
り
ま
す 。

とこ
ろ
で
性
的
欲
求に
目
覚め
る
時期
は、
同
時に
「
人
恋い
そ
め
し
初め」
の
時
期で
も
あ
り
ま
す 。
性
的
衝
動が

い
わ
ば
「
身
体の
レベ
ル
で
の
異
性の
発
見」
で
あ
る
と
し
た
ら、
初
恋
は
「
心のレベ
ル
で
の
異
性の
発
見」
で
す 。

そ
し
て
多
くの

場
合、
前
者が
どこ
か
後ろ
め
た
く

投
げ
や
り
な、
汚
さ
れた
情
緒に
彩
ら
れ
が
ち
な
の
に
たい
して 、

後
者
は
や
さ
し
く
生
真
面
目で 、
清
らか
な
情
緒に
彩
ら
れ
ま
す 。
そ
れ
はい
わ
ば 、
異
性に
たい
す
る
「
汚さ
れ
た
肉

の
う

ず
き」
と
「
聖な
る
魂の
と
きめ
き」
と
で
もい
うべ
き分
離さ
れ
た
感
情
体
験で
す 。

異
性
を
求め
る
「
聖」
と
「
汚」
の
両
極
をな
す
思い
が
どの
よ
うに

統
合
さ
れて
「
愛」
の
意
味
を
形
成
する
か
は、

人
格
発
達
上の
大
きな
課
題で
す 。
た
と
え
ば
恋の
情
は、
わ
け
な
ど
説
明で
きない
ま
ま
心
を
占
拠
し
て
し
まい
ま
す 。

そ
し
て
好
き
だ
か
らいっ
しょ
に
い
たい 、
少し
で
も
近
くに
い
たい 、
相
手に
ふ
れ
て
み
たい
とい
う 、
「
聖」
な
る
情

緒に
伴
う
せ
つ
な
い
願い
は、
や
が
て
相
手
と
よ
り

深
く一

体
化
し
たい
とい
う
思い
に
な
り
ま
す 。
そこ
で
は、
動
物

的な
性
衝
動
は、
人
間
的な
「
恋」
の
感
情の
な
か
で
相
手
をい
つ
く
し
む
思いへ
と
昇
華
さ
れ
ま
す 。
し
か
し
その
よ

う
な
場
合で
も 、
「
恋
は
盲
目」
とい
わ
れ
る
よ
うに 、
必
ずし
も
深い
人
格
的な
出
会い
が
実
現す
る
とは
限
らな
い

の
で
す 。
「
性」
の
問
題
は、
男
と
女の
あい
だ
の
「
愛」
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
格
発
達上の
課
題
を
か
か
えこ
ませ
ま
す 。



務
個
人
と
個
人
と
の
出
会
い
と
し
て
の
「
性」

とこ
ろ
で 、
恋の
感
情の
な
か
に
昇
華
さ
れる
に
し
ろ
そ
うで
ない
に
し
ろ 、
性
的
な
関
係
は
人
と
人
との
出
会い
で

す 。
そこ
に
は
ど
の
よ
う
な
人
間
関
係
を
築
き
上
げ 、
ど
の
よ
う
な
責
任
を
担い
合
え
る
か
といっ
た 、
広
く
人
間
関
係

一
般に
求め
ら
れ
る
人
格
的
能
力や 、
即
時
的・
瞬
間
的
な
快へ
の
衝
動
をコ
γ
トロ
ー

ル
する
主
体
的
な
自
我の
力 、

その
よ
う
なコ
ン
トロ
ー

ル
を
支
え
る
自
覚
的
な
価
値
観・
社
会
的
な
責
任
観
や
人
間
観
な
ど
の
問
題が
か
か
わっ
て
き

ま
す 。
性
的
な
関
係
は、
身
体
的
な
快
を
共
有
する
当
事
者
間の
プ
ラ
イベ
ー
ト

な
関
係で
ある
が
ゆ
え
に 、
他の
関
係

以
上に 、
相
互の
関
係
を
自
らの
責
任に
お
い
て
引
き
受
けて
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん 。
そ
れ
が
同
避
さ
れる
時 、

相
手
を
思い
や
る
「
聖」
な
る
感
情
は、
容
易に
身
体
的
な
「
快の
感
覚」
に
解
消
さ
れて
し
ま
う

危
険
性
を
もっ
て
い

第 3 意 思春期のか らだ と こ こ ろ

る
の
で
す 。

セッ
ク
ス
を
聞に
は
さ
ん
だ
人
間
関
係
は、
甘
美な
「
愛」
の
情
緒
と 、
妊
娠
とい
う
動
物
と
し
て
の
必
然
性
を
同
時

に
含ん
だ
関
係で
す 。
その
た
め
人
格
的
な
発
達の
問
題は 、
「
愛さ
え
あ
れ
ば：：：」
「
妊
娠
さ
え
し
な
け
れ
ば：：：」

といっ
た
性
交
その
もの
の
可
否
論の
陰に
か
すん
で
し
ま
う
傾
向が
あ
り
ま
す 。

ま
た
性
交
その
もの
は 、
性
欲の
問
題
と
妊
娠
｜

出
産
l

子
育て
とい
う
人
間
的
な
「
責
任」
の
問
題
との
接
点に
位

置し
ま
す 。
その
た
め 、
その
接
点に
「
命」
へ
の
深い
尊
敬の
情
と
「
愛」
の
質
を
考え
る
視
点 、が
存
在
し
ない
時に

は、
ひ
わい
な
情
緒に
解
消さ
れ
た
り 、

逆に一
方
的
な
倫理
観・
義
務
感だ
けが
強
調さ
れる
傾
向
も
強い
の
で
す 。

性
をめ
ぐ
る
人
間
関
係
や
愛と
性の
問
題
は、
大
人に
とっ
て
も
む
ずか
しい
もの
で
す 。
大
人に
なっ
て
も 、
性
を
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め
ぐ
る
異
性へ
の
「
聖」
と
「
汚」
の
感
覚を
う
ま
く

統
合で
き
ない
ま
ま
で
い
た
り 、

性に
か
ら
んで
人
格
的
な
弱
さ

を
露
呈
し
て
し
ま
うこ
と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん 。
思
春
期・
青
年
期に
こ
の
問
題
を
巡っ
て
悩み 、
迷い 、
時に
は
失

敗
する
の
は
当
然
とい
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。
そ
れ
だ
か
らこ
そ、
人
格
発
達の
契
機
と
し
ての
意
味
も
大
きい
とい

え
る
の
で
す 。

傷
心
の
渇
き
と
性
的
行
為
へ
の
傾
斜

とこ
ろで 、
現
代の
性
と
人
間
関
係
を
考
え
る
上で
興
味
深い
調
査が
あ
り
ま
す 。
東
京
都
生
活
文
化
局が一
九
八一

年に
実
施し
た
「
大
都
市
高
校
生の
性
を
め
ぐ
る
意
識と
行
動」
で
す 。

こ
の
調
査に
よ
る
と 、
高
校
生でペ
ッ

テ
ィ

ン
グ
や
性
交の
体
験
者は 、
未
体
験
者に
比べ
る
と 、
心
理
特
性と
し
て

精
神
疲
労・
自
己
顕
示
傾
向が
高い
の
で
す 。
日
常の
人
間
関
係に
おい
て
は 、
異
性
を
含め
友
人は
多い
が 、
家
族・

学
校で
の
人
間
関
係に
恵
ま
れてい
ない 。
家
族か
ら
愛さ
れて
い
る
と
思
わ
ない 、
先
生
や
親
を
殴
り
たい・
家
出し

たい
と
思っ
たこ
と
が
ある、
な
どの
傾
向が
強い
よ
うで

す 。

こ
の
よ
う
な
結
果は 、
高
校
生の
性
交
体
験の
背
後に
あ
る
生
活
や
人
間
関
係
を
浮か
び
上
らせ
てい
る
よ
うに
思
わ

れ
ま
す 。
すな
わ
ち
日
常
生
活は 、
一
般に
精
神
疲
労の
背
後に
指
摘
さ
れ
る、
生
活
単
調
感
や
精
神
消
耗
感が
強
く 、

ま
た
高
校
生
と
し
て
の
自
分
を
支
え
る
生
活
場
面
（
学
校
や
家〉
で
の
安
定
し
た
暖かい
人
間
関
係が
ない 。
自
己
顕
示

傾
向の
強さ
は 、
その
よ
う
な
生
活へ
の
い
ら
だ
ち
ゃ 、
自
分
を
認め
ら
れ
愛
さ
れたい
思い
の
表
現
と
も
考え
ら
れ
ま



す
性
行
動へ
の
傾
斜
も 、
あ
る
面
で
は 、同
じ
よ
う
な
気
持
ち
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す。
な
ぜ
な
ら
セッ

グ
ス
を
あ
い
だ
に
は
さ
め
ば 、
相
手
と
の
聞
に
人
格
的
な
触
れ
合
い
が
な
く
て
も 、
と
り
あ
え
ず
は 、
相
互
に
求
め・
求

め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
実
感
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
す。
そ
し
て 、
肌
の
触
れ
合
い
は 、
一
瞬
に
し
ろ
さ
み
し
さ
を
癒
し

て
く
れ
る
か
ら
で
す。

愛
に
飢
え 、
ま
わ
り
か
ら
評
価
さ
れ
た
り

尊
重
さ
れ
た
り

す
る
体
験
を
あ
ま
り
も
た
な
い
少
女
達
が 、
「
成
熟
し
た
女

の
体」
を
目
的
と
し
て
い
る
に
し
ろ 、
ち
や
ほ
や
し
自
分
を
求
め
て
く
れ
る
関
係
を、
か
け
が
え
の
な
い
人
間
関
係の
よ

第 3 章 思春期のか らだ と こ こ ろ

う
に
感
じ
た
と
し
て
も 、
無
理
は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。
「
彼
が
か
わ
い
そ
う
だっ
た
か
ら 、
あ
げ
ち
ゃ
っ

た」
と

い
う
少
女
や 、
自
ら
す
す
ん
で
身
体
を
「
提
供」
し 、
相
手
の
性
欲
を
満
た
す
こ
と
に
満
足
を
感
じ
る
と
い
う
少
女
達の

場
合
で
も 、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
存
在
価
値
を
確
認
し
て
い
る
点
で
は 、
心
理
的
な
本
質
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す。
性
の
生
理
に
つ
い
て
の
深
い
知
識
が
な
い
時 、
そ
の
よ
う
な
心
理
的
状
況
の
な
か
で 、
少
女
達
は
簡
単

に
性
欲
の
営
み
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
い
く
の
で
す。

I O I  

個
と
し
て
の
自
立
を
実
現
し
て
い
な
い
幼
い
性
は 、
相
手
と
の
あ
い
だ
に
深
い
人
格
的
な
共
感
や
思い
や
り
を
育
て 、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
互
い
の
人
格
の
成
長
を
支
え
合
う
こ
と
は 、
と
て
も
む
ず
か
し
い
の
で
す。

し
か
し 、
心
の
渇
き
が
性
行
動
の
引
き
金
に
な
る
の
は 、
低
年
齢
の
セ
ッ

ク
ス
ば
か
り
と
は
い
え
ま
せ
ん 。
「
不
倫」

と
し
て
は
や
り
の
性
風
俗
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
既
婚
者
の
婚
外
性
交の
場
合
も 、
そ
の
背
後
に 、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
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る
充
実
感
ある
生
活
を
渇
望
す
る
気
持が
横
た
わっ
て
い
る
場
合が
少
な
く
あ
り
ませ
ん 。

幼い
頃の
よ
うに
は
母
親
を
求め
ない
子
ど
も 、
仕
事に
追
わ
れ
妻の
人
間
と
し
て
の
悩
み
や
喜び
に
心
を
傾
け
るこ

と
を
忘
れ
た
夫 、
ちゃ
ん
と
や
れて
い
る
の
が
当た
り
前
と
し
か
評
価さ
れ
ない
家
事 。
そ
うい
う
生
活の
な
か
で 、

「
女の
性」
が
目
的で
あ
れ 、
自
分
が
個
人
と
し
て
求め
ら
れ
てい
る
実
感が
欲
しかっ
た
とい
う
妻
達の「不
倫」
の
動

機 。
そこ
に
は、
少
女
達の
場
合
と
同
様 、
充
実
し
た
生
きが
い
の
あ
る
生
活
を
求め
る
人
間
的
な
願い
と 、
自
分
の
人

生に
たい
する
責
任の
甘
さ
と
が 、
混
在
し
てい
ま
す 。
家
族へ
の
責
任
や
仕
事に
疲
れ
た
夫
達の、
心
を
癒
す
場
を
も

と
め
て
の
「
浮
気」
も 、
事
情
は
あ
ま
り
変わ
ら
ない
場
合
が
多い
とい
え
る
で
しょ
う 。

し
か
し
性
交
を
もっ
関
係が 、
必
ずし
も
その
よ
う
な
心の
渇
き
を、
本
質
的な
意
味で
癒し
て
く

れる
わ
けで
は
あ

り
ませ
ん 。
ま
た
性
行
為に
は、
そ
れ
自
体の
必
然
と
責
任
が
あ
り
ま
す 。快を
実
現
する
営み
と
して 、
愛
の
表
現と

して 、
「
命」
の
誕
生の
営
み
と
して
な
ど 、
人
生の
な
か
で
他の
もの
に
置
き
換
え
るこ
と
の
で
き
ない
大
切な
意
味

が
あ
り
ま
す 。

そ
れ
ゆ
え 、
心
の
渇
きの
代
償と
し
て
の
性
行
為
は、
自
分
の
現
実か
ら
目
を
そ
む
け
ず
人
生
を
充
実さ
せ
てい
こ
う

と
する
努
力
を
回
避
さ
せ
る
だ
けで
な
く 、
代
償で
あ
る
が
ゆ
え
に 、
性
行
為
を
快
楽の
手
段
と
し
て
の
低い
位
置に
封

じ
込め
る
結
果
を
招
く
と
もい
え
るの
で
す 。

その
意
味で 、
先
述の
東
京
都の
調
査で 、
性
交
体
験の
あ
る
高
校
生が 、
開
放
的
な
性
意
識や
性
行
動に
も
か
か
わ

ら
ず 、
女
は
結
婚し
た
ら
仕
事
を
やめ
るべ
きだ
とい
う
保
守
的
な
性
役
割
意
識
を
もっ
て
い
る
とい
う
結
果
は、
現
代



の
「
性
の
解
放」
を
め
ぐ
る
問
題
に
貴
重
な
聞
い
を
投
げ
か
け
て
い
ま
す。

務「
性
の
解
放」
と
「
人
格
の
自
立」
の
課
題

現
代
は 、
「
性
の
解
放」
が
単
な
る
「
性
欲
の
解
放」
で
は
な
く 、
よ
り

豊
か
な
愛
と
人
間
性
の
解
放に
つ
な
が
る
か

ど
う
か 、
真
剣
に
問
わ
れ
て
い
る
時
代
で
す。
性
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
や
問
題
が 、
真
の
意
味
で
の
「
性
の
解

放」
と
「
人
格
の
自
立」
を
実
現
す
る
方
向
に
出
口
を
み
つ
け
る
た
め
の
試
行
錯
誤
の
時
代
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。

大
人
達
も 、
自
ら
の
愛
と
性
と
人
生
を、
若
い
世
代
と
い
っ
し
ょ

に 、
真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
を
迎
え
て
い

る
の
だ
と
思い
ま
す。

第 3 掌 思春期のか らだ と こ こ ろ

最
後
に 、
互
い
の
人
生
に
責
任
を
も
ち 、
互
い
を
思
い
や
る
男
女
の
愛
の
営
み
と
し
て
の
セ
ッ
ク
ス
と
は
何
か
を 、
深

く
考
え
さ
せ
て
く
れ
た 、
あ
る
登
校
拒
否
の
中
学
生
の
母
親
の
こ
と
ば
を
記
し
て
お
き
た
い
と
思い
ま
す。

治
療
面
接
を
拒
ん
だ
本
人
に
か
わっ
て 、
二
年
余
り
面
接
に
通
い
続
け
た
こ
の
母
親
は 、
夫
婦
の
あ
い
だ
の
考
え
方
や

一
時
は
離
婚
を
考
え
る
ま
で
に
追
い
詰
め
ら
れ
ま
す。
そ
の
な
か
に
は 、

1 03 

感
受
性
の
違
い
に
失
望
し 、

す
る
夫
と
の
感
じ
方
の
違い
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た 。
子
ど
も
の
こ
と
で
心
身
と
も
に
極
限
の
状
態
に
い
る
母
親
に
とっ

て
は 、
「
子
ど
も
が
こ
ん
な
時
に
セ
ッ
ク
ス
な
ん
て 。
と
て
も
そ
の
気
に
な
れ
な
い
し 、
私 、が ．ど
ん
な
気
で
い
る
か
も
考

え
な
い
無
神
経
さ
が
耐
え
ら
れ
な
い」
と
い
う
の
で
し
た 。

そ
の
後こ
の
母
親
は 、
子
ど
も
の
問
題
を
通
し
て
自
分
自
身
を
深
く
見つ
め 、
何
度
も
夫
婦
の
あ
い
だ
で
話
し
合
い
を

セ
ッ

ク
ス
に
た
い



104 

する
努
力
を
し
ま
す 。
その
真
剣さ
謙虚
さ
は、
治
療
者と
し
て
寄
り

添
う
私に
も
頭
が
下
が
る
ほ
どの
もの
で
し
た
が 、

その
よ
う
な
な
か
で 、
夫
婦
聞に
もこ
れ
ま
で
に
な
かっ
た
相
互の
理
解が
生
ま
れて
き
ま
す 。

一
年
余
り
が
経っ
た
時 、
こ
の
母
親
は
回
復し
た
夫
婦セッ
ク
スを
次の
よ
うに
表
現し
てい
ま
す 。

「
私
は
と
ん
で
も
ないこ
と
だ
と
思っ
て
い
た 。
こ
ん
な
時に
不
真
面
目
とい
うか 、
精
神
的な
もの
を
汚
すよ
う
な

感じ
が
し
て
い
た 。
そ
う
し
か
思
え
な
かっ
た 。
だ
け
ど
主
人が
『こ
うい
う

時だ
か
らこ
そ、
そ
うい
う
関
係が
お
互

い
の
心
の
救い
に
な
るこ
と
も
ある
の
で
は
な
い
か』
といっ
た
時 、
何かハ
ッ

と
し
た
ん
で
す 。
その
後セッ
ク
ス
の

中で
感じ
たの
は、
一
人で
思い
つ
め
て
い
た
心
の
中の
か
た
ま
りが
と
け
て
癒さ
れて
い
くよ
う
な 、
何といっ
た
ら

い
い
か
こ
と
ぽに
な
り
ま
せ
ん
が 、
深い
精
神
的
な
感
覚で
し
た 。
セッ
ク
ス
とい
う
もの
はこ
うい
う
もの
で
も
あっ

た
の
か
と 、
男と
女に
はこ
うい
う
ふ
れ
合い
方
も
あっ
た
の
か
と 、
愛の
もつ 、
理
屈で
割
り

切
れ
ない
何か
が 、
少

し
わ
かっ
た
よ
う
な
気が
し
ま
す 。」



リ
ポ
ー
ト

伺

「
思
春
期
の
か
ら
だ
と
こ
こ
ろ
」

を
読
ん
で

坂
上
佳
子

第 3 章 思春期のか らだ と こ こ ろ

性
教
育
は、

n
性
教
育u
とい
う
名
目で
う
け
たこ
と
は
な
かっ
た
よ
う
な
気が
する。
小
学
校
四、
五
年
生の
頃 、
女

の
子
だ
け
が
集め
ら
れて
生
理
に
つ
い
て
のパ
ン
フ
レッ
ト

を
渡
さ
れ
て
説
明
を
う
け
たこ
と
は
覚え
て
い
る
が 、
その

時
は、
ほ
ん
と
うに
まっ
た
く

他
人
事とい
うか
自分
自
身に
は
関
係の
ない
こ
と
だ
と
思っ
た
し 、
話し
の
内
容
も
さ

っ
ぱ
り

わ
か
ら
な
かっ
た 。

中
学に
なっ
て
初め
て
生
理
につ
い
て
の
仕
組
み
ゃ 、
ど
う
し
て
赤
ちゃ
ん
が
生
ま
れる
の
か
とい
うこ
と
を
友
達に

聞い
た 。
その
友
人
も
知
識
は
『
平
凡』
と
か
『
明
星』
と
かい
う
雑
誌か
ら
得て
い
た
の
で 、
「エ
ッ

チ」
とい
う

感

じ
で
受
け
取っ
て
し
まっ
た 。
中
学
生
く
らい
に
な
る
と
男の
子
も
女の
子
も
色
気づ
い
て 、
修
学
旅
行か
ら
帰っ
た
あ

と
で 、
男の
子が
夜 、
男の
子の
部
屋に
行っ
た
女の
子
達の
話
を
する
の
に
「
体だ
け
く

れ
ば
い
い
の
に」
と
話し
て

い
る
の
を
聞い
て
と
て
も
嫌
な
気が
し
た
の
を
覚え
て
い
る。
や
は
り 、
ちゃ
ん
と
し
た
知
識を
う
け
ず 、
本か
らの
知

105 

識ば
か
り
で
ふ
く

れ
あ
がっ
た
頭
か
ら
し
か
出て
こ
ない
言
葉だ
な 、
と
今に
なっ
て
わ
か
る。
い
か
に
女
性の
人
絡を
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無
視
し
た
言
葉で
ある
か 、
その
時
は
単に
「
な
ん
だ 、
自
分
の
こ
と
はタ
ナ
に
あ
げて 、
そん
なこ
と
言
え
る
よ
う
な

イ
ヤ
ラ
しい」
と
嫌に
なっ
た
気分
のハ
ッ

キ
リ
し
た
とこ
ろ
が 、
ほ
ん
の
最
近に
なっ
て
わ
かっ
た 。
正
直
言

っ
て 、
中
学
時
代か
ら
高
校の
最
初の
頃
は
き
ち
ん
と
し
た
事
も
教わ
ら
ず 、
その
頃
出
ま
わ
り
始め
たロ
ー

ティ
ー
ン

向
けの
雑
誌か
ら
得た
知
識
や 、
た
まに
親の
読ん
で
い
る
週
刊
誌を
友
達が
持っ
て
きて
み
ん
な
で
読ん
だ
の
で 、
性

は
単
な
る
快
感
を
得る
た
め
の
もの
で－
生
命の
誕
生
とつ
な
が
る
な
ん
て
思っ
て
も
み
なかっ
た 。
だい
たい 、
子
ど

も
を
生
む
た
め
に
は 、
結
婚
を
し
て 、
お
か
し
な
話
だ
が 、
「つ
く
ろ
う」
とい
う
意
志
を
持っ
てい
る
時に
だ
け
出
き

て 、
その
時だ
けで 、
性
行
為は
終わ
る
の
だ
と
思っ
て
い
た
く
らい
だ 。
だ
か
ら
n

人
聞は
年
中
発
情
期u
とい
う

言
葉を
聞い
た
時に
は
すご
く
イヤ
ら
し
く
思っ
た
し、
自
分
の
親
も 、
と
思っ
た
時に
は
ほ
ん
と
うに
吐
き
気が
する

男か 、
く
らい
嫌に
なっ
た 。

高
校三
年の
家
庭
科の
保
育の
授
業で
初め
て
き
ち
ん
と
し
た
とい
うか 、
ある
程
度
正
しい
知
識
を
身に
つ
け
た
頃

w
生
命の
誕
生H
と
かい
うビ
デ
オ
を
見た 。
そ
れは 、ー
とに
か
く

射
精か
ら
出
産
まで
女
性の
子
宮に
カ
メ
ラ
を
入
れ

て
撮
影
し
た
もの
で 、

n
赤ちゃ
んu
と
い
う
もの
を
媒
体
と
し
てい
た
た
め
か
とて
も
感
動
し
た
し、
こ
れ
は
小
学
生

か
中
学
時
代に
見て
お
けば 、
私
達の
時
代の
よ
うに

査
ん
だ
知
識
を
与え
ら
れで
も
は
ね
か
え
す
力が
で
きる
な 、
と

思っ
た 。
私
達の
よ
うに 、
思
春
期に
興
味
本
位の
知
識
を
もっ
と
な
か
な
か
考え
方
も
変わ
ら
ない 。
テレ
ピ
だっ
て

あの
頃
は、
ど
ん
な
番
組で
も
き
わ
どい
言
葉やシ
l
y
が
あっ
た 。
最
近に
なっ
て
多
少
減っ
た
よ
う
な
感じ
で
は
あ

る
が 、
そ
れ
で
も
時々

、
お
昼のバ
ラエ
ティ
ー

番
組で
も
あ
あ
だこ
う
だ
と
慎み
も
な
く
しゃべ
っ
て
い
る。
そ
う
隠



し
だて
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
が 、
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
言
わ
れ
る
と
そ
れ
ま
で
大
声
で
笑
え
て
い
た
の
に 、
そ
こ
だ

け
家
族 、が
シ
l
ン
と
し
て
し
まっ
て
よ
け
い
困
り
ま
す。
い
ち
ば
ん
影
響
力
の
強
い
テ
レ
ピ
や
雑
誌に
よ
っ
て 、
妙
な
半

端
な
知
識
を
揃
え
つ
け
ら
れ
て
し
まっ
た
今
の
世
代
の
若
い
人
は
被
害
者
で
あ
り 、
加
害
者
は
そ
れ
を
削っ
て
い
た
大
人

で
あ
り
ま
し
ょ
う 。
大
人
が
大
人
向
け
に
創
る
も
の
は 、
多
く
の
制
約
が
あ
る
た
め
に
子
ど
も
を
狙っ
た
な
か
で
大
人
向

け
で
は
ら
せ
な
い
うっ
ぷ
ん
を
押
し
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
感
じ
ま
す。
私
達
は
そ
の
大
人
の
立
場
に
近づ
い

て
い
ま
す。
私
達
の
よ
う
に
な
ら
な
い
よ
う
に
学
校
で
も
家
庭
で
も 、
国
語
や
算
数
を
学
ぶ
よ
う
に
今
か
ら
の
教
育
を
し

て
ほ
し
い
し 、
教
え
た
い
と
思
い
ま
す。

キ＊ 申mT

（
山口
芸
術
短
期
大
学
人
文
コl
ス）
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川

コ
メ
ン
ト

同

見
知
ら
ぬ
あ
な
た

H
S
さ
ん
へ
d

川

稲
垣
陽
子

川

S
さ
ん 、初
め

て
お
便
り
し
ま
す。
本
文
「
思
春
期
の
か
ら
だ
と
こ
こ
ろ」
と 、
あ
な
た
の
書
か
れ
た
感
想
文
を
読
ん
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で
い
く
う
ちに 、
過
ぎ
去っ
た
私の
思
春
期
も
懐
か
し
く

思い
出さ
れて
き
ま
し
た 。
とい
うの
も
あ
な
たの一
文に 、

わ
た
し
た
ちの
頃
と
何
ら
変わ
ら
ない
もの
を
確
認
し
て
安
心
し
た
の
で
す 。
性に
たい
する
好
奇心
と
若い
女
性
な
ら

で
はの
潔
癖
感 、
そ
し
てモ
ラ
ル
の
健
在。

も
ち
ろ
ん 、
性
教
育ら
し
き
もの
を
受
け
た
記
憶が
ほ
と
ん
ど
ない
私の
世
代か
ら
み
れ
ば 、
家
庭
科
教
育
な
ど
の
な

か
で 、
性の
科
学
的
知
識
を
き
ち
ん
と
与
え
ら
れ 、
「
生
命の
誕
生」
の
ビ
デ
オ
を
感
動し
て
受
け
と
め
た
あ
な
た
方
は、

認
知レベ
ル
で
や
は
り一

歩
も二
歩
も
進ん
だ
青
年
期で
しょ
う 。
ま
た 、
テレ
ピ・
雑
誌
な
どマ
スコ
ミ

の
流
す 、
性

情
報の
影
響
も
も
ろに
受
け
て
い
る
の
で
す
ね 。

本
文に
も
書か
れ
て
い
る
よ
うに 、

わ
が
国の
少
年
少
女の
性
的
成
熟は
前
傾
化
し、
性
体
験や
性
非
行
も
低
年
齢
化

し
てい
ま
す 。
が一
方で 、
お
ん
な
と
し
て
の
性
的
成
熟
を
拒
否
す
る
とい
う
深
層心
理
を
もっ 、
食
行
動の
異
常
や
思

春
期や
せ
症の
増
加
が
み
ら
れ
ま
す 。
こ
れ
は 、
い
た
ず
ら
な
早
熟
化へ
の
警
鐘
なので
し
ょ
う
か
？

とこ
ろ
で 、『
ス
ケ
l
タ
l
ワ
ル
ツ』ハ一
九八七年〉
とい
う
加
賀乙
彦の
小
説
を
御
存
知で
すか 。
心
理
学
を
専
攻
し

つ
つ
フ
ィ

ギュ
ア
ス
ケ
ー
ト

選
手で
も
ある
女
子
大
生
を
描い
たこ
の
作
品は 、
や
せ
症の
症
例
報
告で
ある
よ
うで 、

実
は
現
代の
女
子
青
年に
共
通の
心
性
を
テ
lマ

に
し
てい
る
よ
うに
思
わ
れ
ま
す 。
ほ
とん
ど
が
途中で
強
迫
的ダ
イ

エ
ッ
ト

に
挫
折
す
る
と
はい
え 、
十
代 、
二
十
代の
女
性の
う
ち
半
数
以
上
が 、
やせ
願
望
を
もっ
て
い
る
とい
い
ま
す 。

拒
食
症とい
う

語
も
市
民
権
を
得て
き
ま
し
た 。
「
空
気の
精」
に
あこ
が
れ
る
エ
レ
γ・
ウエ
ス
ト

の
症
例
や
『ゴ
ー

ル
デン・
ケ
ー

ジ』（プルッ
夕 、
一
九七八
年〉
に
示
さ
れ
る、
重
篤な
精
神
障
害とし
ての
や
せ
症
も 、
物
質
文
明の
繁



栄
を
き
わ
め
る
先
進
国
の
青
年
た
ち
に
とっ
て
は 、
お
な
じ
み
の
病
気
と
い
え
ま
し
ょ
う 。

い
い
芯
味
で
も
悪
い
意
味
で
も 、
情
報
が
豊
か
で
性
的
刺
激
の
多
い
現
代
日
本
の
ど
こ
か
で 、
思
春
期
を
迎
え
お
と
な

へ
の
道
を
た
ど
る
少
年
少
女
た
ち 。
早
熟
で
い
ち
は
や
く
適
応
す
る
者
が
い
る一
方
で 、
性
同一
性
の
混
乱
や
情
緒の
未

熟
さ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
も
で
き
ず 、
苦
し
む
者
が
い
ま
す。
あ
な
た
は
きっ
と 、
情
報
に
押
し
流
さ
れ
る
こ
と
な
く 、

時
に
は
批
判
的
に
自
ら
の
判
断
で
取
捨
選
択
で
き
た
の
で
し
ょ
う 。
そ
う
し
た
力
を
は
ぐ
く
む
の
は 、
児
童
期
ま
で
の
発

達
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す。

思春期の か ら だ と こ こ ろ

申
し
遅
れ
ま
し
た
が 、
私
は
短
大
保
育
科
で
心
理
学
を
担
当
す
る
者
で
す。
あ
る
時 、
女
子
学
生
ば
か
り
で
あ
る
気
安

き
か
ら 、
何
人
か
に
自
分
の
初潮
に
つ
い
て
語
り
合っ
て
も
らっ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す。
お
ん
な
十
八
歳 、
肉
体
的
成
熟

と
心
理
的
な
安
定
が
感
じ
ら
れ 、
匂
う
よ
う
な
美
し
さ
に
輝
き
が
増
し
て
く
る
頃
で
す。
彼
女
た
ち
は
恥
ず
か
し
が
り
も

せ
ず 、
割
に
す
ら
す
ら
と
自
ら
の
生
理
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た 。
「
人
の
目
が
気
に
なっ
た」
「
うっ
と
お
し
かっ
た」
な

ど
の
感
組
以
外
に 、
「一保
と
と
も
に
味
わっ
た
お
赤
飯」
と
い
っ
た
ニ
ュ

ア
ン
ス
の
表
現
を
し
た
学
生
が
多
かっ
た
よ
う

に
記
憶
し
て
い
ま
す。
一
人
前
の
女
と
なっ
た
喜
び
が
あ
る
は
ず
な
の
に 、
な
ぜ
か
泣け
て
く
る
気
持
ち
は
私
に
も
覚
え

第3章

が
あ
り
ま
す。
表
裏
も
な
く
あっ
け
ら
か
ん
と
過
ご
し
て
き
た
子
ど
も
時
代
の
幕
が
下
ろ
さ
れ
た
悲
し
み 、
未
知
の
世
界

に一
歩
足
を
踏
み
入
れ
た
不
安 、
生
々
し
い
秘
密
を
もっ
た
こ
と
の
う
し
ろ
め
た
さ 、
な
ど
が
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
なっ
て
あ

ふ
れ
る
涙
な
の
で
しょ
う 。

思
春
期
の
性
に
ま
つ
わ
る 、
こ
う
し
た
情
緒
的
体
験
を
十
分
味
わ
う
こ
と
が 、
個
人レ
ベ
ル
で
も 、
親
子
や
友
人
仲
間

z。9
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との
共
感
といっ
たレベ
ル
で
も 、
非
常に
大
切で
は
ない
か
と
考
え
ま
す 。
性
的
成
熟に
伴
う不

安
や
苦
悩 、
劣
等
感

な
ど
を、
てっ
と
り

早
く

知
的に
解
決し
よ
う
と
し
た
り 、
よ
けい
な
もの
と
し
て
無
視
す
る
の
は 、
む
し
ろ
本
人に
と

っ
てマ
イ
ナ
ス
で
しょ
う 。

今の
中
学・
高
校
生に
は
ゆっ
く
り

悩ん
だ
り

情
緒
を味わ
う
時
聞は
ない 、
と
言
わ
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が 。

話は
変
わ
り
ま
す
が 、
学
生
時
代 、
図
書
館で
『
解
剖
学
的
女
性
論』
な
るもの
を
発
見し
ま
し
た 。
渡
辺
淳一
の臨

床
医
と
し
て
の
体
験
と
恋
愛と
か
ら
編み
出
さ
れ
た 、
まっ
た
くユ
ユ
l
ク
な
女
性
論
なの
で
す
が 、
女
性
を
あ
ま
り
に

も
性
的
存
在
と
見
な
し
す
ぎ 、
人
格
を
無
視
し
て
い
る
よ
うで 、
当
時の
私
は
反
発
を
覚
え
ま
し
た 。
とこ
ろ
が 、
三
十

代
と
なっ
て
同
じ
作
者の
小
説
『
く

れ
な
ゐ』（一
九八二
年〉
を
読み
ま
し
た 。
こ
の
作
品で 、
著
者の
女
性に
た
い
す

る
深い
洞
察
と
愛
情
を、
そ
し
て
性
が
人
間
存
在に
とっ
て
如
何に
重
要
か
を、
あ
らた
め
て
認
識さ
せ
ら
れた
の
で
す 。

その
ヒ
ロ
イン
冬
子
は 、
二
八
歳の
帽
子
デ
ザ
イ
ナ
ー 、

妻
子
あ
る
中
年
男
性
との
不
倫の
な
か
で 、
子
宮
筋
腫
と
な

り
子
宮
を
失い
ま
す 。
生
物
学
的
女
性
性の
喪
失 、
同
性
愛 、
強
姦な
どの
性の
危
機
を
克
服
し、
再
び
仕
事と
愛に
生

きる
罫び
を
見い
出
すの
で
す 。
絶
望の
淵
か
ら、
鶏
頭の
花の
よ
う
な
紅に
燃
える 、
性の
喜び
を
取
り

戻
す
冬
子の

姿に 、
む
し
ろ
強い
精
神
性
を
感
じ 、
き
わ
や
か
な
読
後
感
を
覚
え
ま
し
た 。
生
命
誕
生に
は
結び
つ
か
な
い
こ
ん
な
性

を
与
え
て
い
く
もの
で
す
ね 。
そ
ん
な
思い
が
あ
な
た
に
も
伝
わっ
た
で
しょ
う
か
？

の
あ
り
方
も
ま
た 、
人の
命の
輝
きに
他
な
ら
ない
の
で
す 。
思
春
期に
始
ま
る
性
的
成
熟は
心
と
体に
さ
ま
ざ
まの
形

そ
れ
で
は
ま
た 。

ハ中京短期大学助教授〉
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池
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夫

ほ
ん
と
う
の
勉
強
を
求
め
て

媛
県
周
な
綬
業
と
勉
強

あ
な
た
は
こ
れ
ま
で
の
学
校
生
活
の
な
か
で 、
勉
強
や
学
習
は
ほ
ん
と
う
に
楽
し
い
も
の
だ
と
思っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
か 。
勉
強
を
通
じ
て
生
き
方
や
考
え
方
を
学
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
か 。
お
そ
ら
く
そ
う
い
う

幸
運
な
経
験
を
し
た
人

は
少
な
い
で
し
ょ
う
〈
私
自
身
も
残
念
な
が
ら
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た〉 。
む
し
ろ 、
学
校
での
勉
強
は
い
や
な
も
の
で 、

で
き
れ
ば
避
け
て
通
り
た
い
も
の
だっ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

実
際 、
今
日
の
多
く
の
中・
高
校
生
に
とっ
て（
国
民
教
育
研
究
所
「
中・
高
校生の
学
習
と
生
活 、
進
路
選
択に
関
する
意
識

調
査」
『同
氏
教
育』
六
回
号〉 、
授
業
は
自
分
た
ち
の
興
味・
関
心
を
深
め
る
も
の
で
は
な
い
し 、
わ
か
っ
て
も
わ
か
ら
な

I I I  

く
て
も
ど
ん
ど
ん
先
に
進
ん
で
い
っ
て
し
ま
い
ま
す。
し
か
も
そ
の
内
容
の
多
く
は
実
生
活
か
ら
か
け
離
れ
て
お
り 、
人

間
的
成
長
に
役
立つ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。
だ
か
ら
何
の
た
め
に
勉
強
す
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す。
こ
の
よ
う
な
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授
業
の
日
常
性
の
な
か
で 、
多
く
の
中・
高
生
は
勉
強
と
は
所
詮つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
り 、
知
識
を
た
だ
つ
め
込
む
だ

け
の
受
験
勉
強
な
ん
て
ナ
γ
セ
γ
ス
だ
と
思い
知っ
て
い
る
の
で
す。
も
し
こ
ん
な
「
退
屈
な
授
業
が
俺
達
の
全
て
だ
と

い
う
な
ら
ば 、
な
ん
て
ちっ
ぽ
け
で 、
な
ん
て
意
味の
な
い 、
な
ん
て
無
力
な 、
日
の
夜」
ハ
尾
崎
豊「日の
夜」）
な
ん
だ

と
思
わ
ず
叫
ば
ざ
る
を
え
ま
せ
ん 。

務
ほ
ん
と
う
の
勉
強
を
求
め
て

し
か
し
そ
れ
で
も 、
今
やっ
て
い
る
も
の
と
は
違っ
た
本
物
の
勉
強
が
あ
る
は
ず
だ 、
自
分
の
成
長
の
た
め
に
な
る
勉

強
が
あ
る
は
ず
だ
と 、
ほ
ん
と
う
の
勉
強
を
同
時
に
捜
し
求
め
て
も
い
ま
す。

自
ら
死
を
選
ん
だ
尾
山
奈々
さ
ん
〈
当
時一
五
歳）
も
そ
の一
人
で
し
た 。
彼
女
は
受
験
勉
強
と
そ
れ
を
推
進
す
る
学

校・
教
師
に
鋭
い
批
判
を
もっ
て
い
ま
し
た 。
次
の
文
は
死
の
直
前
に
書
か
れ
た
「
抗
議
文」
で
す。

「
私
が
中
学
生
を
やっ
て
い
て 、
と
い
う
感
想
文
を
書
く
と
し
た
ら 、
教
師
に
は
不
信
感
し
か
持つ
こ
と
が
で
き
な

か
っ

た
と
い
う
こ
と
を
書
く
で
しょ
う 。
教
師
な
ん
て
信
用
で
き
ま
せ
ん
！

あ
の
人
達
が
教
え
て
く
れ
る
の
は
テ
ス

ト
の
点
の
と
り
か
た
や 、
本
音
と
建
前
の
使
い
わ
け
く
ら
い
で
す。
そ
の
あ
ま
り
に
も
大
き
い
生
徒へ
の
影
響
力
を
考

え
ずに
行
動
す
る
こ
と
も
良
く
あ
り
ま
す。

持っ
て
い
る
も
の
は 、
人
を
は
か
る
た
め
の
巨
大
な
も
の
さ
し 。
そ
し
て
そ
れ
は
ど
ん
な
に
古
く
なっ
て
も 、
人に

何
と
言
わ
れ
よ
う
と
決
し
て
変
え
ま
せ
ん 。
そ
し
て
生
徒
が
私
の
よ
う
な
ア
ホ
ば
か
り
な
の
で 、
自
分
が
偉い
と
思
い



込
ん
で
し
まっ
て
い
る
の
で
す 。
その
よ
う
な
人々
に
評
価
さ
れ 、
そ
れ
が一
生に
も
か
か
わ
る
な
ん
て 、
とて
も
悲

し
い 。」
（
尾
山
奈々
著・
保
坂
展
人
編
『
花
を
飾っ
て
く
だ
さ
る
の
な
ら』
講
談
社 、
一
九
八
六
年、
三
0ペー
ジ〉

こ
う
し
た
批
判
を
もっ
て
い
た
が
ゆ
えに 、
彼
女
は
「ふつ
l

の
勉
強の
住
方が
わ
か
ら
な
くて

悲しい
で
す」
と 、

『
生
活
記
録』
の
な
か
で
教
師に
訴
え
て
もい
た
の
で
す 。
し
か
し
学
校
は
そ
れに
応え
て
く

れ
ま
せ
ん
で
し
た 。

こ
の
尾
山
奈々
さ
ん
の
死に
象
徴
さ
れ
る
よ
うに 、
今の
子
ど
も
た
ち
は、
無
言の
圧
倒
的な
力で
押しつ
け
ら
れて

く
る
学
校の
勉
強
を
否
定し
たい
が
否
定
し
切
れ
な
い
ジ
レ
ンマ
の
な
か
で 、
真の
勉
強を
あが
き
求め
苦し
ん
でい
る

といっ
て
よ
い
の
で
は
ない
で
し主
うか 。

学
校
知
と
「
学
力
」

｜｜
学
校で
得た
も
の・
奪
わ
れ
た
もの
｜｜

ぷ第 4 章 学

で
は 、こ
の
よ
う
な
苦し
み
を
与
え
る
学
校と
はいっ
たい
何な
の
で
しょ
うか 。
そ
して 、
あ
な
た
が
学
校で
勉
強

し
獲
得し
て
き
た
知
識
（
学
校
知〉
や
評
価さ
れて
き
た
「
学
力」
とい
う
もの
は
ど
うい
う
もの
だっ
た
の
で
しょ
う

か
（こ
こ
で
こ
と
さ
ら
学
校
知とい
う
言
葉を
使
う
の
は、
学
校で
得る
知
識が
あ
と
で
述べ
る
よ
うに
日
常
生
活の
な

か
で
得る
知
識
と
は
異なっ
た
特
異な
性
格
を
もっ
て
い
る
か
らで
す〉 。
ま
た 、
その
な
か
で
学
校で
得て
き
た
もの

ハ
1〉

は
何だっ
たの
で
しょ
うか 。

I IJ 
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務
生
活
知
と
異
な
る
学
校
知

ま
ず
学
校
知
か
ら
み
て
い
け
ば 、
そ
れ
は
第一
に
日
常
的
な
生
活
知
と
は
違っ
た
性
質
の
も
の
で
す。
た
し
か
に
学
校

で
教
え
ら
れ
る
科
学
的
概
念
は 、
日
常
的
な
生
活
の
な
か
で
あ
な
た
が
経
験
的
に
身
に
つ
け
る
概
念
〈
生
活
的
概
念〉
の

もつ一
面
性
や
誤
り
を
克
服
し
て 、
そ
れ
を
客
観
的
な
も
の
に
仕
上
げ
て
い
く
と
い
う
特
徴
を
もっ
て
い
ま
す00
例
え
ば 、

日
常
的
な
生
活
経
験
の
な
か
で
あ
な
た
に
は
「
太
陽
が
地
球
を
周っ
て
い
る」
と
見
え
る
こ
と
を 、
学
校
は
「
地
球
が
太

陽
を
周っ
て
い
る」
と
客
観
的
に
教
え
る
わ
け
で
す。
し
か
し 、
こ
う
し
た
科
学
的
概
念
が
学
校
知
と
し
て
教
え
ら
れ
る

際
に
は 、
往々
に
し
て
あ
な
た
が
日
常
生
活
で
得
て
く
る
豊
か
な
イ
メ
ー

ジ
や
気づ
き
が
無
視
さ
れ
て 、
た
だ
「
地
球
が

太
陽
を
周っ
て
い
る」
と
い
う
知
識
だ
け
が
近
代
科
学
の
成
果
と
し
て
与
え
ら
れ
が
ち
に
な
り
ま
す。
つ
ま
り 、

科
学
的

概
念
が
今一
度
生
活
的
概
念
と
付
き
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く

教
え
ら
れ
る
の
で
す。
こ
こ
で
は
な
ぜ
天
動
説
が
日
常
的

な
体
験
と
し
て
現
わ
れ
る
の
か 、
そ
れ
が
科
学
の
進
歩
上
で
果
た
し
た
役
割
は
何
で
あっ
た
の
か 、
地
動
説
は
ど
の
よ
う

な
苦
闘
の
下
で
か
ち
と
ら
れ
た
の
か
な
ど
と
い
う
こ
と
は
教
え
ら
れ
ま
せ
ん 。

叡
知
識
の
集
積
と
し
て
の
学
校
知

そ
う
な
る
と
そ
こ
で
教
え
ら
れ
る
知
識
は 、
「
太
陽
が
地
球
を
周っ
て
い
る
の
で
す
か 、
そ
れ
と
も
そ
の
逆
な
の
で
す

か」
と
い
う
聞
い
に
た
い
し
て
の
み
答
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
に
し
か
な
ら
な
く
な
り
ま
す。
そ
こ
で
は 、
事
実
や
結
果

と
し
て
与
え
ら
れ
た
知
識
を
た
だ
暗
記
し
た
り

記
憶
し
た
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
す。
こ
れ
が
学
校
知
の
第
二
の
特
徴



で
す。
こ
こ
で
は
た
だ
多
く
の
知
識
や
事
柄
を
覚
え
る
こ
と
が
学
ぶ
こ
と
な
の
で
す。
こ
う
し
た
考
え
方
を
生
み
出
し
助

長
し
て
い
る
の
が 、
文
部
省
の
学
習
指
導
要
領
に
沿っ
た
カ
リ
キュ
ラ
ム
計
画
と
教
育
内
容
で
す。
そ
こ
で
は、
多
く
の

知
識
が
個々
の
子
ど
も
の
理
解
と
成
長
の
段
階
に
関
係
な
く

詰
め
込
ま
れ
て
い
く
か
ら
で
す。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
知
や

学
習
の
あ
り
方
の
下
で
は 、
知
識
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
い
つ
も
大
人
で
あ
る
権
威
を
もっ
た
教
師
で
す
か
ら 、
教
師
の

言
う
こ
と
を
疑
わ
ず
に
素
直
に
聞
き 、
教
師
の
言
う
と
お
り
に
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
なっ
て
き
ま
す。
こ
う
し
て

教
師
（
大
人〉
依
存
の
学
習
観
が
つ
く
ら
れ
て
き
ま
す。
教
師
や
大
人
に
よっ
て
教
え
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
何
も
学べ
な

く
な
る
の
で
す。

務
テ
クニ
マ
ク
と
し
て
の
学
校
知

ぷ

と
こ
ろ
で 、
学
校
で
生
活
と
切
り

離
さ
れ
て
科
学
的
概
念
が
教
え
ら
れ
て
く
る
と 、
科
学
的
概
念
の
み
が
正
し
く
て
生

活
的
概
念
は一
面
的
で
価
値
の
低
い
も
の
だ
と
い
う
考
え 、
科
学
が
万
能
だ
と
い
う
「
科
学
信
仰」
が
助
長
さ
れ
る
危
険

性
が
あ
り
ま
す。
人々
が
日
々
の
営
み
の
な
か
で
獲
得
し
て
き
た
も
の
の
な
か
に
は一
面
的
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
く 、

自
然
の
な
か
で
自
然
と
共
生
し
て
い
く

す
ぐ
れ
た
知
恵
も
あ
る
の
に 、
そ
れ
が
まっ
た
く

否
定
さ
れ
て 、
自
然
を
収奪
し

支
配
し
てい
く
た
め
に 、
自
然
を
解
剖
し
分
解
し
て
い
くと
い
う
実
験
室
の
な
か
で
の
科
学
観
が
再
生
産
さ
れ
が
ち
だ
と

い
う
こ
と
で
す。
そ
こ
で
は、
実
験
室
と
い
う
特
殊
な
装
置
の
な
か
で
得
ら
れ 、
そ
こ
で
の
み
通
用
す
る
自
然
の
ほ
ん
の

一
部
の
法
則
を、
自
然
と
の
豊
か
で
多
様
な
結
び
つ
き
を
もっ
て
い
る
生
活
の
な
か
へ
相
対
化
さ
せ
て 、
科
学
の
成
果
を

第 4 章 学I I 5 
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再
検
討
する
といっ
た
手
続
き
は
な
さ
れ
ず 、
た
だ
自
然
を
人
間の
道
具と
し
て
の
み
み
て
い
くこ
とに
な
り
ま
す 。
こ

こ
に
学
校
知の
第三
の
特
徴が
で
て
き
ま
す 。
学
校で
学ぶ
知の
多
く
が 、
「テ
クニ
カ
ル
な
知」
とい
う
性
質を
帯び

て
く
る
とい
うこ
と
で
す 。
自
然
科
学で
知
識
が
自
然
を
支
配
す
る
た
め
の
道
具ない
し
手
段
と
し
て
教
え
ら
れて
い
く

と
同
時に 、
知
識と
は
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
テ
クニ
カ
ル
な
もの
なの
だ
とい
う
見
方
も
教
え
込
ま
れてい
くの
で
す 。

その
結
果 、
「
ある
テ
ス
ト

問
題が
与
え
ら
れ
た
ら
そ
れ
を
速
や
か
に
型分
け
し、
その
型分
けに
従っ
て一
定の
手
順

で
（
機
械
的に〉
解い
て
い
く」
（波多野誼余夫・
稲垣佳世子『知力と学力』
岩波書店 、
一
四三ペ
ージ〉

よ
う
な
テ
ク

ニ
ッ

ク
を
学ぶ
こ
と
が
鮪
強なの
だ
とい
う

考え
が
子
ど
もに
形
成
さ
れ
て
き
ま
す 。

磁
対立・
矛
盾のない学校知

最
後に
学
校で
学ば
さ
れ
る
知の
特
徴
と
し
て 、
現
実
や
理
論
ど
う
し
が
もっ
てい
る
対
立
や
矛
盾が
教
科の
な
か
で

は
ほ
と
ん
ど
教
え
ら
れ
ない
とい
う
点を
指
摘し
て
お
き
ま
しょ
う 。
例
え
ば 、
社
会
科で
はア
イヌ民
族
や
在日
朝
鮮

人の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
取
り

上
げ
ら
れ
ず 、
「日
本
人」
が
彼らに
強い
た
苦
難の
歴
史
は
教
え
ら
れて
い
ない
の
で
す 。

む
し
ろ 、
そこ
で
教
え
ら
れる
の
は 、
主
と
し
て分
業
と
協
業の
体
制で
あ
り 、
そこ
か
ら
「
み
ん
な
助
け
合っ
て
仲
良

く
し
よ
う」
とい
う
日
本
型
「
集
団
主義」
的
思
想
が
学ば
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す 。

とこ
ろで 、
以
上の
よ
う
な
性
質
を
もっ
学
校
知
を
計
画
的に
組
織
さ
れ
た
学
習
を
通
じ
て
獲
得し
た
能
力
〈と
り

わ

け
認
識
能
力）
が一
般
的に
「
学
力」
と
い
わ
れて
い
ま
す（例えば
『岩波教育小辞典』
参照〉 。
で
は、
あ
な
た
が
こ



れ
まで
学
力が
ある
と
か
ない
と
か
で一
喜一
憂し
て
き
た
「
学
力」
に
は
どの
よ
う
な
限
定が
ある
の
で
しょ
う
か 。

そ
れ
は、
ほ
ん
と
うに
あ
な
た
の
もっ
て
い
る
能
力
全
体を
明
ら
か
に
し
て
い
た
の
で
しょ
う
か 。

顔
テ
ス
ト
の
か
ら
く
り

ま
ず
第一
に 、
「
学
力」
を
評
価
する
た
め
に
必
要
と
さ
れ
てい
る
テ
ス
ト

その
もの
に 、
い
くつ
もの
か
ら
くり
が

あ
り
ま
す 。
ま
ず 、
テ
ス
ト

で
は、
「
客
観
的」
に
計
測で
き
る
よ
う
な
問
題
や
教
科が
テス
ト

材
料
と
さ
れ
る
とい
う

限
定が
あ
り
ま
す 。
は
じ
め
か
ら、
「
客
観
的」
に
計
測
さ
れ
え
ない
能
力・
計
数
化
し
が
たい
能
力が
排
除さ
れて
い

る
わ
けで
す 。
次に
テ
ス
ト

その
もの
は 、
子
ど
も
た
ち
が
習っ
たこ
との
どこ
が
わ
かっ
てい
ない
か
を
知り 、
わ
か

る
授
業の
手
だ
て
を
探
す
た
め
とい
うよ
り
も
む
し
ろ 、
『
学
習
指
導
要
領』
に
基づ
く

相
対
評
価
を
子ど
も
た
ちの
あ

い
だ
に
つ
ける
た
め
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多い
とい
う
問
題が
あ
り
ま
す 。
そこ
で
は 、
必
ず
〈で
き
ない〉
子が
出て

ぷ

く
る
よ
うに
問
題が
作
ら
れ
ま
す 。

第 4 章 学

ま
た 、
テ
ス
ト

で
点が
取
れ
る
こ
と
と
能
力が
ある
こ
と
と
は
必
ず
し
も一
致
し
ませ
ん 。
良い
点
を
取ろ
う
と
す
れ

ば 、
テス
ト

問
題で
教
師が
どの
よ
う
な
答を
期
待し
てい
る
か
を
知る
こ
と 、
わ
かっ
て
も
わ
か
ら
な
くて
も
教
師が
教

え
た
方
法で
教
え
た
と
お
りに
解
くこ
と 、
教
師の
言
うこ
と
や
教
科
書に
書い
て
あ
る
こ
と
を
無
条
件に
覚え
る
こ
と

な
ど
を
素
直に
す
れ
ば
よい
か
ら
で
す 。
し
か
もテス
ト

で
は
友だ
ち
と
協
力せ
ずに一
人で
解
くこ
と
が
要
求さ
れ
ま

す 。
ふつ
う

何か
わ
か
ら
な
かっ
た
ら
他
人に
聞い
た
り

相
談し
た
り
し
な
が
ら、
ヒ
γ
ト

を
得
た
り

わ
か
り

合っ
た
り

I I 7 
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テ
ス
ト

場
面で
は
こ
う
し
た
日
常で
の
共
同が
否
定さ
れ
ま
す 。
「
非日
常
的
な」
場
面で
子
ど
もた

ちの
能
力が
評
価
さ
れ
る
わ
けで
す 。
知と
「
学
力」
がこ
う
し
て
作
り
出
さ
れて
く
る
と
す
れ
ば 、
そ
れ
は
他
人と
結

び
合
うこ
との
ない
閉
ざ
さ
れ
た
もの
と
な
り 、

極
端
な
場
合に
は
他
人
を
敵
視し 、
け
落と
す
もの
と
すら
な
り
ま
す 。

する
の
で
すが 、

m
レ
ャ
テ
ル
貼
り
の
効
果

テ
ス
ト

に
はこ
の
よ
う
な
限
定が
ある
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
日々

Jア
ス
ト

が
で
き
ない
H

能
力が
ないuとい
う
、

あるい
は
その
逆の
「レッ
テ
ル
貼
り」
が
行
わ
れ
る
と 、
い
つ
の
ま
に
か
そ
れが自
分
の
能
力
なの
だ
と
思い
込
ま
さ

れ
て
し
まい
ま
す 。
そ
し
て
〈で
きる〉
子
は
ま
す
ま
すテス
ト

勉
強に
精を
出し 、
〈で
き
ない〉
子は
ま
すま
す
や

る
気
を
な
くし
て
し
まい
ま
す 。
こ
う
し
て
子
ど
も
た
ちは 、
い
つ
し
か
「レy
テル
貼り」
さ
れ
た
自分
を
実
現し
て

円

4
V

し
ま
うの
で
す 。
ま
た 、
テス
ト

の
否
定
的
本
質に
気づ
け
ば 、
「
そん
なテ
ス
ト

の
た
めの
勉
強な
ん
か
やっ
て
い
ら

れ
る
か」
とい
うこ
とに
な
り
ま
す 。
い
ず
れ
に
せ
よ 、
テス
ト

に
よっ
て
子
ど
も
た
ちの
能
力と
学ぶ
意
欲が
そが
れ

てい
くこ
とに
な
り
ま
す 。

概観
能
力
そ
の
も
の
と
は
い
え
な
い
「
学
力」

こ
れ
まで
述べ
て
き
た
よ
う
な
限
定
を
受
けて
学
校で
評
価さ
れ
た
もの
が
「
学
力」
で
ある
と
す
れ
ば 、
そ
れ
が
子

ど
もの
能
力
その
もの
だ
と
は
と
て
も
言
え
ない
こ
と
は
明
ら
か
で
しょ
う 。
そ
れは 、
子
ど
もの
限
ら
れた一
部の
能



力
（
計
測
し
う
る
能
力）
が 、
外
的
な
尺
度
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
た
も
の
な
の
で
す。
し
か
も
「
学
力」
は
そ
の
定
義
か

ら
し
て 、
近
代
の
ヨ
l
p
y

パ
や
日
本
で
の
み
通
用
す
る
よ
う
な 、
悟
性
や
理
性
と
言っ
た
認
識
能
力
を
そ
の
中
核
と
し

て
い
ま
す
か
ら 、
そ
こ
で
は
感
応l
表
現
能
力
や
共
感
能
力 、
欲
求
能
力
な
ど
は
認
識
能
力
よ
り

低
次
な
もの
と
し
て
過

小
評
価
さ
れ
が
ち
で
す。
だ
か
ら
「
学
力」
と
い
っ
て
も
そ
れ
は 、
人
間
の
諸
能
力
の一
部
が
し
か
も
学
校
と
テ
ス
ト
と

い
う
特
殊
な
場
面
で
測
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
の
で
す。

務
学
校
で
得
た
も
の・
奪
わ
れ
た
も
の

ぷ

こ
の
よ
う
な 、
学
校
知
と
「
学
力」
を
獲
得
さ
せ
る
学
校
の
勉
強
で
あ
な
た
が
身
に
つ
け
た
も
の
は
い
っ

た
い
何
だっ

た
の
で
し
ょ
う
か 。
そ
の
最
た
る
も
の
は
他
律
的
な
学
習
態
度
と
学
習
観
で
す。
学
校
で
は 、
あ
ら
か
じ
め
答
を
知っ
て

い
る
教
師
の
言っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
覚
え
る
こ
と
が
日
常
的
に
要
求
さ
れ
る
な
か
で 、
子
ど
も
た
ち
は
自
分
の
探
求
し

た
い
こ
と
を
自
主
的
に
学
ぶ
こ
と
を
奪
わ
れ 、
教
師
が
教
え
る
こ
と
を
た
だ
学べ
ば
よ
い
と
い
う

態
度
を
身
に
つ
け
て
し

ま
い
ま
す。
「
何
を
い
っ 、
ど
こ
で 、
ど
う
い
う
風
に
学
ぶ
か
は
他
人
が
決
め
る
こ
と
で 、
学
習
に
つ
い
て
は
他
人に

第4章 学
頼
る
の
が
よ
い
こ
と
だ
と 、
子
ど
も
た
ち
は
教
え
ら
れ
る」
（E・
ラ
イマ
l

『学
校は
死んでい
る』
品
文
社 、
一
九八五
年 、

四
七ペ
ージ〉

の
で
す。
そ
の
結
果 、
誰
か
に
教
え
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
学べ
な
い
と
思
い
込
ん
で
し
ま
い
ま
す。
し
か

も 、
こ
の
他
律
的
な
学
習
観
は 、
テ
ス
ト

に
よ
る
外
的
評
価
の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
す
か
ら 、
つ
ね
に
テ
ス
ト

’I I9 

の
た
め
に
勉
強
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
ゃ 、
勉
強
は
つ
ま
ら
な
い
が
「
将
来」
の
た
め
に
仕
方
な
く
やっ
て
い
る
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だ
け
とい
う
思い
が
ま
す
ま
す
強め
ら
れて
い
き
ま
す 。
こ
う
し
て自
発
的
な
学
習
意
欲
は
萎え
し
ぼ
ん
で
い
くの
た
打 。

滋
三
つ
の
傾
向
性

こ
う
し
た
学
習
意
欲の
低
下の
下で
外
的
評
価が
さ
らに
行
わ
れ
続
け 、
その
なか
で 、
三つ
の
傾
向
性がつ
く
ら
れ

て
くる
よ
うに
思い
ま
す 。
一
つ
は 、
外
的
評
価に
よ
る
他
人
との
比
較
や
差
異の
な
か
に 、
自
らの
学
習の
喜び
を
見

つ
けるこ
と
で
す 。
他
人との
あい
だ
に
ちょ
っ
と
し
た
点
数
や
順
位の
違い
をつ
けるこ
と
に
学び
がい
を
見
出
すの

で
す 。
も
う一
つ
は、
「
習
得さ
れ
た
無
力
感」
の
形
成で
す 。一
度自
分
が
〈で
き
ない
H

能
力が
ない〉
とい
う
決

定
的
な
体
験
を
さ
せ
ら
れ
る
と 、
他の
ど
ん
なこ
とに
も
自
信
を
失っ
て
し
ま
うの
で
す 。
「
ど
うせ

俺
な
ん
か
やっ
て

もダ
メ
な
ん
だ」
とい
う

わ
けで
す 。
三つ
目
は
わ
か
ら
な
くて
も
わ
かっ
た
ふ
り
を
し
て
その
場
を
や
り
過ご
し
てい

〈
傾
向
性で
す 。
教
師
が
説
明
する
と 、
つ
い
「
あっ
そl
か」
と
言っ
て
わ
かっ
たふ
り
を
し
て
し
ま
うの
で
す 。

務
社
会
的
危
機
の
な
か
で
奪
わ
れ
忍
意欲

最
後に
今
日
の
学ぶ
意
欲の
喪
失の
重
要
な
要
因
と
し
て 、
次の
点
を
指
摘せ
ざる
を
え
ま
せ
ん 。
今日
の
日
本
と
世

界
を
め
ぐ
る
社
会
的
危
機が
あ
な
た
た
ちの
生
きるこ
と
や
学ぶ
こ
と
に
暗い
影
を
投
げ
落
と
し
てい
る
とい
うこ
と
で

す 。
最
初に
み
た
意
識
調
査に
よ
れ
ば 、
日
本
が
戦
争に
ま
きこ
ま
れ
るこ
と
や
核
戦
争に
よ
る
人
類の
破
滅とい
うこ

と
に
たい
し
て 、
多
くの
中・
高
校
生
が不
安
を
抱い
て
い
ま
す 。
社
会の
先
行
きに
不
安
を
もっ
て
い
る
の
で
す 。
と



す
れ
ば 、
将
来に
め
あて
を
もっ
て
生
きる
よ
り
も 、
「
今の
う
ちに
エ
γ
ジョ
イ
し
て
お
か
な
くっ
ちゃ」
とい
う
強

い
現
在
主
義
的
な
考
え
方が
生
ま
れて
く
る
の
も
当
然で
す 。
今
日 、
子
ど
も
た
ち
は、
社
会の
見
通し
の
な
さの
な
か

で
生
きる
め
あて
と
意
欲
を
奪わ
れ
て
い
る
と
と
もに 、
学
校の
な
か
で
も
学ぶ
意
欲
を
奪わ
れ
て
い
る
の
で
す 。

消
費
・

情
報
文
化
の
な
か
で
の
学
び
方

滋
情
報
消
費
活
動
と
い
う
学
習

ぶ

学
校の
外に
一
歩
出る
や
否
や 、
あ
な
た
や
友
達
は
『ポパ
イ』
『ホッ
ト
ドy
グ・
プ
レ
ス』
『プ
ル
l
タ
ス』
『オ

リ
ー

ブ』
な
どの
カ
タロ
グ
情
報
誌や 、
『ピ
ア』
『ア
γ
グ
ル』
といっ
た
タ
ウ
γ
プ
レ
イ
情
報
誌
を
買い
込み 、
ど
ん

なフ
ァ
ッ

ショ
シ
で
ど
う

週
末
を
遊ぶ
か
を
考え
た
り 、
『
見
栄
講
座』
や
『
大
学
生ひ
と
な
み
講
座』
とい
う
本
を
買

っ
て 、
人
並み
の
生
活
や
ド
ジ
を
せ
ずに
女の
子
や
男の
子
と
付
き
合
う

法
を
学ん
だ
り
して
い
る
の
で
は
ない
で
しょ

うか 。
結
婚に
か
ん
し
て
も
「ア
ル
トマ
ン・
シ
ス
テム」
や
「グ
リ
l
γ・
フ
ァ
ミ
リ
ー」
といっ
たコ
ン
ピュ
ータ

情
報に
よ
る
紹
介
業を利
用
する
人
もい
る
そ
うで
す 。

こ
う
し
た
消
費・
情
報
文
化に
お
け
る
学
習の
あ
り

方
を
さ
し
て 、
学
習
と
は
「
情
報
消
費
活
動」
だ
と
さ
え
言
わ
れ

てい
ま
す 。
学
習と
は
「
情
報・
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
し
て自
分
の
情
報ス
トッ
ク
を
豊か
に
する
活
動」
だ
とい
う
わ
け

で
す 。
そ
し
て 、
こ
う
し
た
学
習こ
そ
「自
己
目
的
と
し
て
の
教
育」
で
あ
り 、
一一一
世
紀の
高
度
情
報
化
社
会
ハソ
フ

第 4 章 学I2I  
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ト
化
社
会〉
に
お
け
る
生
涯
学
習の
あ
り

方
その
もの
だ 、
と
植わ
れ
て
い
ま
す〈ソフトノミックス・
フォロ
ーアップ

研
究
会
報
告
書
『
ソ
フ
ト

化
社
会
の
家
庭・
文
化・
教
育』
大
蔵
省
印
刷
局〉 。
し
か
し 、
こ
う
し
た
情
報
消
費
活
動
と
し
て
の
学

習
を
手
離し
で
積
極
的
な
もの
と
し
て
評
価し
て
よ
い
の
でしょ
う
か 。
こ
こ
で
は、
こ
う
し
た
情
報と
その
学
習が
ど

の
よ
う
な
限定
を
もっ
て
い
る
か
を
考え
て
み
ま
しょ
う 。

緩
企
業
の
消
費
戦
略

買
う

商
品
を
決め
る
さい 、
あ
な
た
は
同じ
よ
う
な
商
品に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
得て 、
その
な
か
か
ら一
つ

の
商
品
を自
主
的に
選
択
し
てい
る
と
思っ
て
い
る
で
しょ
う 。
「コ
レ 、
こ
こ
が
い
い
ん
だ
ぜ 。
コ
レつ
し
か
ない」

とい
う

わ
けで
す 。
た
し
か
にコ
レ
は自
分
が
カ
タロ
グ
情
報
誌か
らい
ろい
ろ
な
情
報
を
得て 、
その
な
か
で一
番
良

い
と
思っ
た
か
ら
選ん
だ
の
で
しょ
う 。
その
意
味で
その
行
為
は
他
者
追
臨で
はな
く 、

一
定の
自
主
性に
基づ
い
て

い
ま
す 。
し
か
し 、
今
日の
高
度
な
消
費
社
会で
は、

人々
のニ
l

ズ
をつ
か
む
企
業の
消
費
戦
略と
し
て
例
え
ば一一一
つ

の
方
向が
と
ら
れ
て
い
ま
す 。

その一
つ
は
「
買い
に
く
さ
が
客
を
魅
く」
とい
う
戦
略で
す 。
例
え
ば 、
駅か
ら一
O分
も
歩かね
ば
な
ら
ない
街

は
ず
れに
入
りに
く
そ
う
な
店
を
作
り 、
客に
な
ん
と
な
く

わ
ざ
わ
ざ
歩い
て
き
た
「自
分
の
た
め
の
店」
とい
う
感じ

を
味
わ
わ
せ
る
とい
う

工
夫 。
二
つ
め
は
「
客ひ
と
り
ひ
と
り
を
主
役に
仕
立て
あ
げる
工
夫」 。
こ
こ
で
は、
発
売
情

報
をご
くか
ぎ
ら
れ
た
人に
だ
け
伝
え
るこ
と
で
「
他
人が
もっ
て
い
ない
モ
ノ
をい
ち
早
く
手に
入
れる」
とい
う
快



感
を
味
わ
わ
せ
る
と
か 、
客
に
い
ろ
い
ろ
な
選
択
技
を
与
え
て
選
ぶ
の
を
任
せ
て
し
ま
う
と
い
っ

た
工
夫
が
な
さ
れ
ま
す 。

三
つ
め
は 、
「
発
見
が
あ
る
か
ら
買
う」
と
い
う
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
で
す 。
先
の
「
情
報
限
定
商
品」
や
「
選
択
肢
商

品」
を
つ
くっ
た
り 、

人
目
に
つ
か
な
い
路
地
裏に
店
を
つ
くっ
た
り
し
て 、
消
費
者
に
あ
た
か
も
自
分
で
発
見
し
た
か

の
よ
う
な
幻
想
を
与
え
る
の
で
す
（
博
報
堂生
活
総
合
研
究
所
編
『「
分
衆」
の
誕
生』
日
本
経
済
新
聞
社 、
一
九八五
年〉 。
こ
う

み
て
く
る
と 、
あ
な
た
が
自
主
的
に
情
報
を
収
集
し 、
商
品
を
選
択
し
て
い
る
つ
も
り
で
も 、
そ
こ
に
は
けっ
し
て
押
し

つ
け
に
は
み
え
な
い
よ
う
な
工
夫
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
お
り 、
自
然
に
そ
れ
を
選
ん
だ
か
の
よ
う
な
操
作
が
な
さ
れ
て
い
る

の
で
す 。

ぷ

揚
情
報
選
択
の二
つ
の
軸

し
か
も
その
情
報
選
択
そ
の
も
の
に
も
二
つ
の
軸
が
あ
る
と
い
い
ま
す 。
「
異
な
る
情
報
聞
を
だ
ぶ
ら
せ
て
自
分
の
世

界
に
重ね
よ
う
と
す
る
軸」
と

ご
定の
情
報
聞の
中
で
遊
び
も 、
仕
事
も 、
食
事
も 、
恋
も
し
て
し
ま
お
う
と
い
う」

軸
で
す
（野間
正
彰
『
都
市
人
類の
心の
ゆ
くえ』
日
本
放
送
出
版
協
会 、
一
九八
六
年 、
二ハ一一一ペ
ージ〉 。

こ
こ
に
は
自
分
の
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世
界
と
い
う一

定
の
情
報
圏
で
充
足
し
て
し
ま
い 、
他
の
情
報
圏に
た
い
し
て
は
そ
れ
が
自
分
の
世
斜
と
か
か
わ
ら
な
い

か
ぎ
り
無
関
心
に
な
る
と
い
う
閉
鎖
的
な
傾
向
が
示
さ
れ
て
い
ま
す 。
つ
ま
り 、
同
じ
よ
う
な
人々
と
情
報
を
交
換
し 、
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自
分
の
身
の
丈
だ
け
に
合
わ
せ
て
情
報
を
選
び
と
り 、
そ
う
し
た
情
報
圏
の
な
か
で
暮
ら
す 、
そ
れ
ゆ
え 、
そ
れ
以
外の

そ
ノ
や
人々
につ
い
て
は
「
そん
なの
興
味
あ
り
ませ
ん」
とい
うこ
と
に
な
り
ま
す 。
「
暴
走
族」
グル
ー

プ
な
ら 、
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あ
くまで
も
〈ク
ル
マ〉
とい
うモ
ノ
だ
け
が
彼
らの
つ
き
合い
に
な
る
わ
け
で
すハ朝日
新聞社社会部編『子ども新

時
岱
朝日
新聞社 、
一
九八四年 、
二ハペ
ージ） 。

湯
排
除
さ
れ
る
情
報

さ
らに
加
え
て 、
こ
こ
で
の
情報に
はい
くつ
もの
大
事
な
もの
が
抜
け
落
ち
てい
ま
す 。

と
し
て
の
そ
ノ
やヒ
ト

に
つ
い
て
の、
し
か
も
表
面
的
な
情
報に
限
ら
れてい
る
こ
とで
す 。
そこ
で
は
プロ
セ
ス
に
つ

い
て
の
情
報は
得ら
れ
ませ
ん 。
例
え
ば 、
あ
な
た
が
理
想の
伴
侶
を
得たい
と 、
ア
ル
トマ
γ・
シ
ス
テム
の
会
員に

な
る
と
し
ま
す 。
た
し
か
に 、
そこ
で
は
相
手の
男
性の
年
齢 、
身
長 、
体
重 、
職
業 、
年
収 、
学
歴 、
信
仰か
らラ
イ

フ
ス
タ
イル 、
噌
好 、
結
婚
観 、
家
庭
観
な
ど
に
至
る
ま
で
の
細
か
い
情
報
が
得
ら
れ
ま
す 。
し
か
し 、
そこ
に
は
人
聞

の
愛に
とっ
て
最
も
大
切
な
もの
が
は
じ
め
か
ら
欠
けてい
ま
す 。
そ
れは 、
男
女の
出
会い
か
ら
恋
愛 、
結
婚
（
ある

い
は
逆に
失
恋 、
別
離）
へ
と
至る
感
性
的・
論
理
的
な
葛
藤を
伴っ
たプロ
セ
ス
を
体
験
す
るこ
と 、
その
な
か
で
人

間
と
し
て
の
生
き
方
を
学び
合い 、
成
長
し
合っ
て
い
く
人
間
的
な
営
み
で
す 。
商
品の
場
合に
は 、
その
商
品の
生
産

過
程に
つ
い
て
の
情
報は 、
よ
ほ
ど
注
意し
ない
か
ぎ
り
え
ら
れ
ませ
ん 。
見て
く

れの
良いハ
ウ
ス
栽
培の
野
菜に
は 、

人
を
殺
すこ
と
の
で
き
る
有
毒
な
農
薬が
大
量に
散
布さ
れ
て
い
るこ
と 、
ニ
y
トシ
ャ
ツ
が
台
湾や
フ
ィ
リピ
ン
で

「
女工
哀
史」
的
な
労
働
条
件の
な
か
で
作
ら
れて
い
るこ
と
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
知るこ
と
が
で
き
ま
せ
ん 。

は
じ
め
か
ら
排
除
さ
れて
い
る
情
報が
あ
り
ま
す 。
ア
ル
トマ
γ・
シ
ス
テム
で
い
え
ば 、
中

一
つ
は
その
情
報が
結
果

も
う一
つ
こ
こ
に
は 、



卒 、
身
長
一
五
Oセγ
チ
以
下 、
年
収一
五
O
万
円
未
満の
男
性に
つ
い
て
の
情
報で
す 。
こ
れ
らの
条
件
を
もっ
男
性

は
会員に
な
れ
ない
か
らで
す 。
こ
こ
に
象
徴
さ
れて
い
る
よ
うに 、
あ
な
た
が
消
費
文
化の
な
か
で
得る
情
報に
は、

その
文
化
を
享
受で
き
ない
ヒ
ト

の
情
報が
は
じ
め
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
す 。

揚
何
と
な
く
わ
かっ
た
つ
も
り
の
自
分
の
世
界

こ
う
し
て
知ら
ず
知
ら
ずの
う
ちに 、
あ
な
た
は
自分
の
世
界に
な
じ
む
よ
う
な
情
報
を
自分
と
似た
よ
う
な
生
活
感

覚の
人々
と
交
換
し
合
う

世
界へ
と
閉じ
込
め
ら
れ
て
い
き
ま
す 。
こ
う
な
る
と
自分
の
日
常
的
な
世
界に
反
省
を
加
え

た
り 、
そ
れ
を
突
き
放し
て
眺め
て
み
る
こ
と
な
どは 、
ほ
と
ん
ど
必
要
な
く
なっ
て
き
ま
す 。
自分
と
世
界との
「
距

ぷ

離」
は
消
え
失せ 、
他の
世
界と
は
薄い
膜で
さ
え
ぎ
ら
れ
た
何
と
な
くク
リ
ス
タ
ル
な
自分
の
世
界が
で
き
あがっ
て

い
くの
で
す 。
し
か
も
他の
世
界に
つ
い
て
も 、
テレ
ビ
や
週
刊
誌で
与
え
ら
れ
た
情
報を
自分
の
世
界に
ひ
きつ
けて 、

「
何と
な
く

わ
かっ
た」
世
界の
よ
うに
思
えて
き
ま
す 。
実
際に
体
験し
な
くて
も 、
結
果と
し
て
の
他
人の
体
験を

情
報
と
し
て
ホ
γ
モ
ノ
の
よ
うに

与
え
ら
れ
る
と 、
何
と
な
く

わ
かっ
たつ
も
りに
なっ
て
し
ま
うの
で
す 。

第 4 章 学

路
日
常
的
に
求
め
て
い
否
情
報
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で
は
あ
な
た
が
日
常
的に
得る
情
報
は
ど
の
よ
う
な
もの
なので
し
ょ
う
か 。
あ
る
研
究
は
現
在
さ
ま
ざ
ま
な
形で
提

供
さ
れ
て
い
る
情
報
を
次の
四
種
類に
分
けて
い
ま
す 。
ω
ハ
ウ
ツ
l

情
報
（
知
ら
ない
と
損
を
する、
す
ぐに
役
立
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つ
といっ
た
情
報〉 、
ω
モ
ノ
シ
リ

情
報
（一
般
的
常
識
や
教
養
と
し
て
知っ
て
い
る
と
他
人に
差
をつ
け
ら
れる
よ
う

な
情
報） 、
ω
ラ
イフ
情
報
（
人
生へ
の
新
た
な
挑
戦 、
多
様
な
生
き
方
な
ど 、
ど
う
生
きるべ
きか
を
考え
さ
せ
る
も

の〉 、
ω
ヤ
ジ
ウマ
情
報
（タ
レ
γ
ト

のゴ
シッ
プ
情
報
な
ど 、
ヤ
ジ
ウマ
心
を
刺
激
す
る
もの〉 。
こ
の
う
ち
ω
と
ω

を
う
ま
く
前
面に
出
し
てい
る
雑
誌が
人
気
を
得て
い
る
そ
うで
す 。
そ
し
て 、
今
人々
が
お
金
を
出し
て
も
欲し
がっ

て
い
る
情
報は 、
男
性で
は 、
ω
趣
味 、
ω
ス
ポ
ー

ツ 、
ω
イベ
γ
ト 、

ω
経
済 、
例
健
康な
ど 、
女
性
で
は 、

ω
フ
ァッ
ショ
γ 、
ω
趣
味 、
ω
イベ
ン
ト 、

ω
健
康 、
例
流
行
な
ど
で
すか
ら、
こ
う
し
た
テ
lマ

をい
か
に

ハ
ウ
ツ
l

情
報
的 、
あ
るい
は
ラ
イフ
情
報
的に
提
供
す
る
か
が
消
費
戦
略
上
大
切だ
と
さ
れて
い
ま
すハ博報堂生活総

合
研
究
所
編 、
前
掲
書 、
二
O九
｜一

一一一一一ペ
ー

ジ） 。

ま
た 、
別の
調
査
研
究（総務
庁青少年対策本部編『現代青年の
生活と価値観』一
九八六
年）
に
よ
れ
ば 、
あ
な
た
た

ち
が
通じ
てい
る
情
報は 、
ω
音
楽 、
ω
テレ
ピ・
ラ
ジ
オ
番
組 、
ω
ス
ポ
ー

ツ 、
ω
本・
雑
誌 、
制
遊び 、
ω

フ
ァッ
ショ
γ
な
ど
で 、
テレ
ビ
や
雑
誌
を
通じ
て
世の
な
か
の
動
き 、
フ
ァッ
ショ
γ・
買
物
な
どの
参
考
情
報 、
教

養・
知
識 、
友だ
ち
との
共
通の
話
題
な
ど
を
得て
い
ま
す 。
し
か
し 、
あ
な
た
た
ち
が
ほ
ん
と
うに

欲
して
い
る
もの

は 、
ω
自分
ら
しい
生
き
方 、
ω
自
由
な
時
間 、
ω
生
きが
い
と
な
る
仕
事 、
な
の
で
す 。

嫁
情
報
の
波
聞
を
漂
い
な
が
ら

こ
の
よ
うに
あ
な
た
は
さ
ま
ざ
ま
なメ
ディ
ア
を
通
じ
て 、
趣
味やフ
ァ
ッ

ショ
γ 、
イベ
γ
ト

その
他の
情
報
を、



す
ぐに
役
立つ
か
ど
うか
あ
るい
は
友
達
との
共
通の
話
題
と
な
る
か
ど
う
か
とい
う
見地
か
ら
選ん
で
き
ま
す 。
だ
か

ら
そこ
で
得
る
知
識は
「マ
ニ
ュ

ア
ル
的
な
知」
で
あっ
た
り 、
い
ろ
い
ろ
な
モ
ノ
に
つ
い
て
の
断
片
的
な
知
識をつ
ぎ

合
わ
せ
た
「パ
ッ

チ
ワ
ー
ク
的
な
知」
で
あっ
た
り
して 、
その
ま
ま
で
は
全
体
的な
連
闘
を
結ぶ
もの
で
は
あ
り
ませ

ん 。
し
か
し
そ
う
し
た
情
報
と
商
品の
波
聞
を
漂い
な
が
ら
も 、
あ
な
た
は
真
剣に
自分
の
生
き
方や
自
由を
求め
てい

る
の
で
す 。
商
品
市
場で
「か
く

れん
ぼ
を
する
中で
（
そ
れで
も
私
た
ち
は
生
き
てい
る
ん
で
す）
生
きる
道
を
捜し

て
い
る
ん
で
す」
と
ある
ギャ
ル
は
訴
え
て
い
ま
す〈吉岡忍
『街の
夢
学校の
カ』
日本書籍 、
一
九八一
年 、
一
四六l

一
四七ペ
ージ〉 。

四

学
び
へ
の
旅
立
ち

ぷ

すで
に
わ
かっ
た
と
思
う
け
れ
ど 、
「
学ぶ」
と
は
学
校で
与
え
ら
れ
た
課
題
を
教
師の
指
示
す
る
や
り

方で
達
成
し

た
り 、

与
え
ら
れた
知
識
を
た
だ
覚え
る
こ
とで
も
ない
の
で
す 。
ま
た 、
ハ
ウ
ツ
l

的な
情
報
を
手に
入
れ
るこ
と
で

第 4 章 学

も
な
け
れ
ば 、
た
だい
ろい
ろ
なモ
ノ
ご
との
情
報に
通じ
てい
る
こ
と
で
も
ない
の
で
す 。
と
す
れ
ば
「
学ぶ」
と
は

いっ
たい
ど
うい
うこ
と
な
の
で
しょ
うか 。

r27 
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揚
違っ
た
世
界
と
の
出
会
い

「
学
ぶ」
と
い
う
こ
と 、
そ
れ
は
ま
ず
自
分
の
世
界
と
は
違っ
た
世
界
と
出
会
う
と
い
う
こ
と 、
違
っ

た
世
界
を
知
る

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。
こ
こ
で
出
会い
と
い
っ
て
も 、
大
き
く
い
っ
て
二
つ
の
ケ
l

ス
が
考
え
ら
れ
ま
す。
一
つ

は
異
質
な
世
界
を
た
だ
知
る
と
い
う
場
合
で
す。
例
え
ぽ
『
痴
呆
性
老
人
の
世
界』
を
面
白
半
分
に
観
に
行っ
て 、
今
ま

で
自
分
の
視
野
に
入っ
て
い
な
か
っ

た
老
人
問
題
を
知っ
た
と
し
ま
し
ょ
う 。
そ
の
時
あ
な
た
が
「
あ
あ
い
う
世
界
も
あ

る
の
ね 。
で
も
や
l

ね」
と
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
て
し
ま
え
ば 、
そ
れ
は
自
分
と
は
まっ
た
く

別
の
世
界の
出
来
事
で
あ

っ
て 、
そ
れ
以
上
自
分
の
世
界
に
か
か
わっ
て
き
ま
せ
ん 。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
場
合
が
あ
る
と
し
て
も 、
い
ろ
い
ろ

な
違っ
た
世
界
を
知
る
こ
と
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
す。
今
日
の
よ
う
に
皆
が
表
面
上
似
た
よ
う
な
生
活
と
情
報
の
な

か
で
暮
ら
し 、
そ
の
世
界
に
閉
塞
さ
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
な
お
さ
ら
で
す。

で
は、
異
質
な
世
界
が
自
分
に
突
きつ
け
ら
れ
る
の
は
ど
う
い
う
時
か
と
言
え
ば 、
そ
れ
は
あ
な
た
が
自
己
充
足
し
て

い
ず 、
現
在
の
自
分
の
あ
り
方
に
つ
い
て
「
何
か
お
か
し
い 、
もっ
と
別
の
あ
り
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
か」
と
い
う
思

い
や
揺
ら
ぎ 、
あ
る
い
は
「
もっ
と
別
の
自
分 、
新
し
い
自
分
に
な
り
た
い」
と
い
う

願
い
を
もっ
て
い
る
時
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か 。
そ
う
い
う

別
の
自
分
や
世
界
を
求
め
て
い
る
か
ら
こ
そ 、
異
質
な
世
界
で
も
「
自
分一
身
上
の
問
題」

（
戸
坂
潤〉
と
し
て
突
きつ
け
ら
れ
て
く
る
の
で
す。
こ
う
し
た
な
か
で
こ
れ
ま
で
自
明
の
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た 、
あ
る

〈
8〉

い
は
自
分
の
論
理
で
何
と
な
く
「
わ
か
っ
て
い
た」
と
思っ
て
い
た
自
分
の
日
常
的
世
界
は
大
き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ 、
地
殻

変
動
を
お
こ
す
こ
と
に
な
り
ま
す。
こ
の
よ
う
に
今
ま
で
と
は
違っ
た
自
分 、
新
し
い
自
分
に
な
り
た
い
と
い
う

主
体
的



な
営
み
が
あっ
て
こ
そ 、
「
学
ぶ」
こ
と
が
成
り
立
つ
の
で
す。
つ
ま
り 、
「
学
ぶ」
と
は 、
違っ
た
自
分 、
新
し
い
自
分

に
な
り
た
い
と
い
う
営
み
を
通
し
て
自
分
の
世
界
が
変
わっ
て
い
く
こ
と
だ 、
と
言っ
て
も
よ
い
で
しょ
う 。

務「
わ
か
る」
と
い
う
こ
と

こ
う
し
た
意
味
で
の
「
学
ぶ」
こ
と 、
そ
れ
が
ま
た
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
「
わ
か
る」
と
い
う
こ
と
で
す 。
自
分
の

世
界
が
変
わ
る
と
は 、
こ
れ
ま
で
「
わ
かっ
て
い
た」
つ
も
り
の
自
分
の
世
界
が 、
実
は
まっ
た
く
わ
かっ
て
い
な
かっ

た
こ
と
が
わ
かる
よ
う
に
な
る
こ
と
（
自
分
の
世
界
の
解
体）
で
あ
り 、
そ
し
て
新
た
に
知っ
た
違っ
た
世
界
を
こ
れ
ま

ぷ

で
の
自
分
の
知
識
と
突
き
合
わ
せ
な
が
ら 、
自
分
の
世
界
を
わ
か
り

直
し
て
い
く
営
み
（
自
分
の
世
界
の
再
構
築〉
に
ほ

か
な
ら
な
い
か
ら
で
す。
そ
し
て 、
こ
の
「
わ
か
り

直
し」
が
マ
イ・
リ
ポ
リュ
l
ジ
ョ

ン
へ
の
第一
歩
と
な
り
ま
す。

『
に
ん
げ
ん
を
か
え
せ』
を
観
た
学
生
の
感
想
は
こ
の
過
程
を
よ
く
表
わ
し
て
い
ま
す。

「『
原
爆
は
お
そ
ろ
しい
も
の』
と
わ
か
っ
て
い
て
も 、
こ
う
し
て
フ
ィ

ル
ム
を
み
て
み
る
と 、
自
分
の
考
え
が
甘
か

第4 章 学

っ
た
の
を
痛
感
し
た 。
わ
か
っ
て
い
た
よ
う
で 、
全
然
わ
か
っ
て
い
な
か
っ

た 。
以
前 、
修
学
旅
行
で
広
島
に
い
っ

た

と
き
も 、
資
料
館
を
み
た
と
き
は 、
ま
だ
認
識
が
浅
かっ
た
せ
い
か
『
か
わ
い
そ
う
だ』
と
か 、
『
お
そ
ろ
し
い』
と

思
う
だ
け
で 、
第
三
者
的
な
見
方
し
か
で
き
な
か
っ

た 。
し
か
し
今
日
は
違
う 。
こ
ん
な
悲
惨
な
こ
ん
な
残
酷
な
こ
と

は
二
度
と
く
り

返
さ
せ
て
は
な
ら
ない
と
思
う 。
そ
し
て 、
私
た
ち
市
民
は一
人
ひ
と
り
が
自
覚
を
もっ
て 、
こ
の
間
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題
に
と
り

組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
思
う 。」
ハ
高
知
大
学
現
代
教
育
研
究
会
『
社
会形
成と
人
間の
教
育』
第一
法
規 、



r3。

一
九
八
五
年 、
二
二
八ペ
ー
ジ〉

務
相
互
主
体
的
な
学
び
合
い

と
こ
ろ
で
「
学
ぶ」
こ
と
や
「
わ
か
る」
こ
と
が
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
も 、
けっ
し
て一
人
で
学
ん

で
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。
主
体
的
に
「
学
ぶ」
と
は、
そ
も
そ
も
「
相
互
主
体
的
に
学
び
合
う」
こ
と
な
の
で
す。

す
で
に
述べ
た
よ
う
に 、
教
師
が
教
育
し 、
教
師
の
言
う
こ
と
を
た
だ
学
習
し
て
い
く
と
い
う
垂
直
的
な
教
師l
子
ど
も

関
係
で
は、
子
ど
も
が
い
く
ら
主
体
的
に
学
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
て
も 、
ほ
ん
と
う
に
主
体
的
に
学
ぶ
こ
と
に
は
な
り

ま
せ
ん 。
そ
こ
で
は、
主
体
は
権
威
を
もっ
た
教
師
で
あ
り 、

子
ど
も
は
教
育
の
対
象
で
し
か
な
い
か
ら
で
す。
真
に
主

体
的
に
学
ぶ
と
い
う
の
は、
学
校
で
あ
れ
ば
す
く
な
く
と
も
子
ど
も
が
教
師
の
助
け
を
か
り
で
文
化
を
学
ぶ
だ
け
で
な
く 、

教
師
も
子
ど
も
と
い
っ
し
ょ

に
学
び
合
う
と
い
っ

た
関
係
が
あっ
て
は
じ
め
て
成
り

立つ
の
で
す。
親
子
関
係
や
友
人
関

係
で
も
そ
う
で
す。
一
人
で
本
を
読
む
場
合
で
も
そ
う
で
す。
そ
こ
で
は
著
者
と
い
う
他
者
ハ
の
思
恕
や
論
理〉
を
も
う

一
人
の
主
体
と
し
て
た
て 、
そ
の
人
の
言
い
分
を
聴
き
対
話
を
し
な
が
ら
学
ん
で
い
る
の
で
す
ハ
も
ち
ろ
ん
本
を
た
ん
に

自
分
の
論
理
を
確
証
す
る
た
め
に一
方
的
に
読
む
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま

七内一〉 。
自
然
を
直
接
の
対
象
と
す
る
仕
事（
例

え
ば
漁）
で
も 、
自
然
と
の
相
互
交
流
の
な
か
で
自
然
か
ら
学
ん
で
い
る
の
で
す
（
残
念
な
が
ら
こ
う
し
た
相
互
交
流
が

奪
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
す
がい 。

こ
の
よ
う
に 、
あ
な
た
は
人々
と
対
話
し
た
り 、
自
然
と
相
互
交
流
し
た
り
し
な
が
ら
学
び
合っ
て
い
る
の
で
す
が 、



こ
う
し
た
「
学
び
合
い」
に
は、
そ
の
な
か
で
学
ん
だ
こ
と・
わ
かっ
た
こ
と 、
ま
た
そ
の
と
き
の
感
動
を
他
の
人々
に

も
わ
か
ち
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
が
伴
う
も
の
で
す。
そ
う
い
う
経
験
を
あ
な
た
も一
度
は
もっ
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ

う 。
「
学
ぶ」
と
は
わ
か
っ

た
こ
と
の
共
有
で
あ
る
と
と
も
に 、
そ
の
喜
び
の
共
有
で
も
あ
る
の
で
す。

務
山［子
ぴへ
の
旅
立
ち
の
た
め
に

「
学
ぶ」
と
い
う
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば 、
あ
な
た
が
自
律
的
に
「
学
ぶ」
こ
とへ
と
旅
立
っ
た

め
に
は、
す
く
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
こ
と
に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す。

ぷ

一
つ
は、
こ
れ
ま
で
の
学
校
教
育
の
な
か
で
奪
わ
れ
て
し
まっ
た
学
ぶ
意
欲
を
と
り

戻一
すこ
と
で
す。
言
い
か
え
れ
ば 、

ダ
メ
だ
と
思
わ
れ
て
き
た
自
分
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
で
す。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず 、
今
自
分
が
ム
キ
に
なっ
て
熱
中
し

て
い
る
も
の
は
何
か 、
自
分
が
こ
だ
わ
り

続
け
て
い
る
も
の
は
何
か 、
自
分
が
や
り
た
い
こ
と
は
何
か
を
考
え
て
み
る
こ

と 、
そ
し
て
や
り
た
い
と
思っ
た
こ
と
を
す
ぐ
やっ
て
み
る
こ
と
で
す。
そ
う
し
て
も
す
ぐ
に
ほ
ん
と
う
に
自
分
の
や
り

た
い
こ
と
が
見つ
か
ら
ず 、
他
の
も
の
に
目
が
移っ
て
ゆ
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。
そ
れ
で
も
よ
い
の
で
す。
そ
う
し
た
経

第 4 章 学

験
を
続
け
る
な
か
で
知
る
こ
と
の
喜
び
が
わ
か
り 、
ま
た
自
分
が
こ
だ
わっ
て
い
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
大
ま

か
な
区
別
が
し
だ
い
に
つ
け
ら
れ
て
く
る
か
ら
で
す。

1 3：宜

も
う一
つ
は、
対
話
と
共
同
の
場
を
築
き
上
げ
て
い
く
こ
と
で
す。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず 、
お
互
い
に
相
手
の
言い
分

を
素
直
に
聴
く
と
い
う

姿
勢
が
大
切
で
す。
「
素
直
に」
と
は
相
手
の
言
を
無
批
判
に
受
け
容
れ
る
こ
と
で
は
な
く
て 、
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ハ
nv

相
手
の
ほ
ん
と
う
に
言
い
た
い
こ
と
を
ひ
き
出
し
て
つ
か
み
と
る
こ
と
で
す。
と
同
時
に
大
切
な
の
は、
自
分
が
感
じ
た

り
考
え
た
り
し
て
い
る
「
こ
だ
わ
り」
を
自
分一
人
の
な
か
に
し
まっ
て
お
か
ず
に
共
同
の
場
に
持
ち
出
し
合
う
こ
と
で

す。
な
ぜ
赤
川
次
郎
や
新
井
素
子
が
お
も
し
ろ
い
の
か 、
な
ぜ
レ
ベ
ッ

カ
や
渡
辺
美
里
が
好
き
な
の
か
を
他
人
と
の
共
同

の
場
に
持
ち
出
し
て
確
か
め
合
う
こ
と
で
す。
そ
う

す
れ
ば
お
互
い
の
思
い
や
共
通
の
セ
ン
ス
が
わ
か
っ
て
く
る
で
し
ょ

う 。
こ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
あ
な
た
は、
そ
れ
ぞ
れ
の
殻
を
少
し
ずつ
内
側
か
ら
破っ
て
他
人
と
結
ば
れ
合
う
世
界へ

の一
歩
を
踏
み
出
すこ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

今 、
あ
な
た
の
前
に
は、
あ
な
た
た
ち
新
し
い
世
代
の
手
で
解
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
山
積
し
て
い

ま
す。
地
球
規
模
で
の
生
態
系
破
媛 、
核
問
題 、
飢
餓
か
ら
は
じ
まっ
て
学
校 、
男
女
の
性
と
生の
問
題
な
ど
に
至
る
ま

で 。
こ
れ
ら
の
問
題
は、
あ
な
た
が
今
抱
え
て
い
る
自
分
の
問
題
と
深
い
と
こ
ろ
で
結
び
合っ
て
い
る
は
ず
で
す。
学
ぶ

こ
と
は
い
っ

ぱ
い
あ
る
の
で
す。
さ
あ
過
去
を
ふ
り

払っ
て
未
知
の
世
界へ
旅
立
と
う 。

ハ
1）
こ
こ
で
川
題
に
し
て
い
る
学
校は 、
現
代
資
本
主
義を
支
え
推
進し
て
い
る
学
校の一
般
的
本
質を
さ
し
てい
る
ので
あっ

て、
個々
の
学
校
の
こ
と
では
あ
り
ま
せ
ん。
し
た
がっ
て
個々
の
学
校
で
行
わ
れ
てい
る
す
ぐ
れ
た
教
育
実
践を
否
定
す
る
も

の
で
は
あり
ま
せ
ん。

（2）
こ
う
し
た
科
学 、
と
くに

近
代
科
学
の
性
格
と
そ
の
批
判
に
つ
い
て
は 、
高
木仁
三
郎
『い
ま
自
然
を
ど
う
み
る
か』
白
水

社 、
一
九
八
六
年
を
参
照
し
て
下
さい。

（3）
こ
の
点
に
か
ん
す
る
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
キュ
ラ
ム
分
析
に
つ
い
て
は 、
M－
w
・アッ
プ
ル
『
学
校
幻
想
と
カ
リ
キュ
ラ

ム』
日
本エ
ディ
タ
l

ス
ク
ー

ル
出
版
部 、
一
九
八
六
年
を
参
照
し
て
下
さ
い。
な
お、
こ
こ
では
紙
幅
の
関
係
で
展
開で
き
ま



ぷ

せ
ん
が、
学
校
知
そ
の
も
の
が
男は
仕
事 、
女は
家
庭
とい
う
性
別
役
割
分
業
意
識
を
再
生
産し
て
い
る
事
実
も
指
摘し
て
お
き

たい
と
思
い
ま
す。
詳
し
くは 、
行
動
す
る
女
た
ち
の
会
『
女は
こ
う
し
て
作
ら
れ
る

｜｜教
科
書
の
中
の
性
差
別』 、
佐
藤
洋

子
『
女
の
子は
つ
く
ら
れ
る』
（
白
石
書
店 、
一
九
七
七
年）
な
ど
を
参
照
し
て
下
さい。

（4〉
レッ
テ
ル
貼
り
の
効
果に
つ
い
て
は 、
M－
w
・
アッ
プ
ル 、
前
掲
書 、
第
七
章
を
参
照
し
て
下
さ
い。

（
5〉
だ
か
ら
と
いっ
て
「
学
力」
は 、
まっ
た
くナ
ン
セン
ス
だ
と
言い
切れ
ま
せ
ん。
今
日の
文
化
の
継
承
の
ほ
とん
ど
が
学

校
中
心
に、
し
か
も
書
き
言
葉
中
心
の
認
識
能
力
を
核
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
厳しい
現
実
の
な
かで
は 、
「
学
力」
が

い
や
がう
えで
も 、
今
日
の
子
ど
もの
「
生
き
る
力」
の
重
要
な
部
分
を
占め
て
い
る
か
ら
で
す。
だ
か
ら
「
学
校
とい
う
とこ

ろ
は 、
そこ
へ
行っ
て
い
る
とい
ろ
い
ろ
便利
なこ
と
も
あ
る
か
ら、
行っ
て
い
るこ
と
自
体は
けつ
こ
う
だ
が 、
そ
の
な
か
で

も
独
学
を
し
た
ほ
う
が
い
い
の
だ」
とい
う
く
らい
に
考
え
て
おい
た
ほ
う
がよ
い
の
では
ない
で
しょ
う
か
（
佐
藤
忠
男
『い

か
に
学ぶべ
き
か』
大
和
出
版 、
一
九
七
三
年）。

〈6〉
波
多
野
・

稲
垣
は 、
外
的
評
価
が
「よ
り
深
く
理
解し
よ
う
と
す
る
動
機づ
け」
を
抑
圧し 、
「
学
習
を
み
ずか
ら
す
すん

で
継
続
し
てい
こ
う
と
す
る
意
欲」
を
低
下
さ
せ
るこ
と、
ま
た
「
自
分
の
能
力
より
少
し
上
の
も
のに
挑
戦し
て
みよ
う
と
す

る
意
欲」
を
も
低
下
さ
せ
るこ
と
をい
くつ
か
の
心
理
学
の
実
験
例
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す。
ぜ
ひ
読
ん
で
み
て
下
さ
い

〈『知
力
と
学
力』
岩
波
書
店 、
市川
章〉 。

（7〉
赤
川
次
郎
の
『ヴ
ァ
ー
ジ
ン
・
ロ
l
ド』

〈
新
潮
文
庫）
は 、
こ
う
し
た
紹
介
業
に
頼ら
ざ
る
を
え
ない
現
代
人
の
悲
哀
と、

女
性
の
新た
な
旅
立
ち
を
描
い
て
興
味
深い 。
「ア
ル
トマ
ン
・
シ
ス
テ
ム」の
問
題に
つ
い
て
は 、
中
村
行
秀
「プ
ロ
セ
ス
に

か
か
わ
ら
ない
生
活
様
式」
ハ『
思
想
と
現
代』
第
四
号〉
を
参
照
し
て
下
さ
い。

ハ8〉
日
常
世
界
の
自
明
性
の
構
造
に
つ
い
て
は 、
さ
し
あた
り
A
・
シュッ
ツ
『
現
象
学
的
社
会
学
の
応
用』
（
御
茶
の
水
書
房 、

一
九八
O
年〉
およ
び、
p
・
L
・パ
I
ガ
l
H
T
・ルッ
クマ
γ
『
日
常
世
界
の
構
成』
（
新
躍
社 、
一
九
七
七
年〉
を
参
照
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し
て
下
さい 。

ハ9）
内
田
義
彦は
こ
のよ
う
な
二
つ
の
読
み
を
「
古
典
と
して
読
む」
と
「
情
報と
し
て
読
む」
と
呼ん
で
区
別
し
てい
ま
す

ハ『
読
書
と
社
会
科
学』
岩
波
書
店〉。

（印〉
石
牟
礼
道
子
『
苦
海
滞土』
ハ
講
談
社 、
一
九
七
二
年〉
の
な
か
の
「
ゆ
き
女
き
き
書
き」
は 、
こ
う
し
た
自
然
と
人
間
と

の
交
流
を
生
き
生
き
と
描い
て
い
ま
す 。

ハロ〉
M
・エ
ン
デ
『モ
モ』
ハ
岩
波
書
店
の
主
人
公
ミ
に 、
聴
くこ
と
の
能
力の
すば
ら
し
さ
が
表
現
さ
れ
てい
ま
す。
ぜ

ひ
読ん
で
み
て
下
さ
い。



リ
ポ
ー
ト

帥
「
学
ぶ
」

を
読
ん
で

西
J l l  
幸
子

ぷ

ほ
と
ん
ど
すべ
て
の
こ
と
に
共
感
し
ま
し
た 。
読
み
な
が
ら 、
自
分
の
小 、
中 、
高
校
生
時
代

は
ど
う
思っ
て
い
た
の
だ
ろ
う 、
そ
し
て 、
現
在の
自
分
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
し
た 。
私
が
中 、

高
校
生
だ
っ

た
こ
ろ
も 、
学
校
の
授
業
や
勉
強
な
ど
に
つ
い
て
今
の
中 、
高
校
生
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
思っ
て
い
ま
し

た 。
「
何
で
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う」
「
こ
れ
を
覚
え
て
将
来
何
の
役
に
立
つ
の
だ
ろ
う」
な
ど
い
ろ
ん
な

疑
問
を
も
ち
な
が
ら
も 、
「
親
や
教
師
に
ほ
め
ら
れ
た
い」
「
友
達
に
負
け
た
く
な
い」
と
い
う
自
分
の
プ
ラ
イ
ド

を
保つ

た
め
に
勉
強
し
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す。
そ
の
よ
う
に
し
て
詰
め
込
ん
で
き
た
知
識
は、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
て
し

まっ
て
い
た
り 、

覚
え
て
い
て
も
使
わ
な
か
っ

た
り

す
る
こ
と
が
大
半
の
よ
う
に
思
い
ま
す 。
そ
う
思
う
と 、
今
ま
で
必

死
に
なっ
て
学
習
し
た
こ
と
は
何
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
と
な
き
け
な
い
気
持
ち
が
し
ま
す。
現
在の
中 、
高
校
生
た
ち
も
将

来 、
私
が
今
思っ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
思
う
時
が
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す 。

こ
の
論
文
を
読
ん
で 、

第 4 章 学1 35  

学
生
時
代
に
「
自
分
で
ま
だ
気
付
い
て
い
な
い
能
力
を
見つ
け
よ
う」
「
そ
の
能
力
を
伸
ば
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
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の
だ
ろ
う」
な
ど
と
試
行
錯
誤
し
て
も 、
結
局
は
学
歴
社
会
と
い
う

渦
に
ま
か
れ
て 、
成
績
を
あ
げ
る
た
め
の
勉
強 、
受

験
勉
強
な
ど
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
現
在
を
ど
う

す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
過
ご
し
て
い
る
こ
と
を
腹
立
た
し
く

思
い
ま
す。
し
か
し 、
私
た
ち
が
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も
学
歴
社
会
は
そ
う
簡
単
に
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う 。

そ
う
い
う
現
在
だ
か
ら
こ
そ 、
こ
の
論
文
に
あ
る
「
学
ぶ」
こ
と
の
ほ
ん
と
う
の
意
味
を
考
え 、
実
行
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん 。

マ
ス・
メ
デ
ィ

ア
の
情
報
か
ら
得
た
知
識
は
い
くつ
も
の
大
事
な
点 、が
抜
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
もっ
と
も
だ
と
思

い
ま
し
た 。
あ
る
も
の
の
結
果
や一
部
分
の
情
報
を
得
た
だ
け
な
の
に 、
そ
れ
に
つ
い
て
自
分
は
すべ
て
知っ
て
い
る
ん

だ
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
の
が
常
な
の
で
す。
こ
の
点
で
学
校
知
と
情
報
か
ら
の
知
は
似
て
い
る
と
思
い
ま
す。

教
師
を
目
指
し
て
い
る
私
に
とっ
て 、
こ
の
論
文
は
私
に
新
た
な
い
ろ
い
ろ
な
課
題
を
投
げ
か
け
て
く
れ
ま
し
た 。
子

ど
も
た
ち
の一
人
ひ
と
り
の
隠
れ
た
能
力
を
見い
出
し 、
育
て
て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か 、
子
ど
も
た
ち
が 、

自
主
的
に
学
ぼ
う
と
思
う
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か 、
な
ど
ほ
ん
と
う
に
課
題
は
山
の
よ
う
に
あ
り
ま
す。

私
の
理
想
は、
子
ど
も
に
い
ろ
ん
な
遊
び
を
教
え 、
子
ど
も
の
あ
ら
ゆ
る
ア
イ
デ
ア
を
取
り
入
れ
て
遊
び
を
作っ
て
い
く

遊
び
中
心
の
教
育
で
す。
で
も
現
在
は、
文
部
省
の
学
習
指
導
要
領
に
沿っ
た
カ
リ
キュ
ラ
ム
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん 。
そ
れ
と
の
兼
ね
合
い
を
考
え
る
こ
と
が
難
問
で
す。
も
う一
つ 、
こ
れ
は
論
文
を
読
ん
で
思
い
つ
い
た
の
で
す
が 、

結
果
だ
け
を
教
え
る
の
で
な
く 、
そ
れ
ま
で
の
経
過
やエ
ピ
ソ
ー
ド

な
ど
を
教
え
れ
ば 、
楽
し
み
な
が
ら 、
い
つ
の
ま
に

か
子
ど
も
た
ち
の
知
識
に
なっ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。
そ
れ
に
は、
あ
る
こ
と
の
専
門
的
知
識
を
覚
え
た



り 、
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
見
た
り 、
き
い
た
り 、

考
え
た
り
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん 。

私
は、
今
の
中 、
高
校
生
た
ち
よ
り
も
自
分
の
目
標
に
近
い
位
置
に
い
ま
す。
だ
か
ら 、
そ
の
目
標
に一
歩
で
も
近づ

け
る
よ
う

学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん 。
そ
し
て 、
も
う一
度
「
学
ぶ」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
し
た 。

ハ
高
知
大
学
教
育
学
部三
回
生）

＊ ホ ＊

ぷ
吉
＝
E
E－－
＝
＝
＝
E
Z
E－－
＝
＝
＝
Z
Z
E－－
E
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝－
＝
＝
＝
＝
＝

川

コ
メ
ン
ト
削

教
え
る
・

学
ぶ
は
と
も
に
未
来
を
語
る
こ
と

川

横
山

明

川

池
谷
さ
ん
は
対
話
と
共
同
の
場
を
築
き
上
げ
て
い
く
た
め
に 、
「
素
直
に
聞
く」
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す。
私
も
最

近 、
聞
く
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
が
あっ
た
の
で
触
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す。

対
話
と
い
う
と 、
自
分
が
考
え
て
い
る
こ
と・
感
じ
て
い
る
こ
と
を
ど
れ
ほ
ど
正
し
く
わ
か
り
や
す
く

相
手
に
伝
え
る

か
と 、
話
すに
つ
い
て
述べ
ら
れ
る
こ
と
が
多い
よ
う
で
す。
し
か
し 、
対
話
に
は
話
し
手
と
聞
き
手
が
い
て 、
そ
の
役
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割
を
相
互
に
交
代
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
話
は
成
り
立
ち
ま
す。
聞
く
も
ま
た
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん 。

さ
ら
に 、
聞
く
に
つ
い
て
は
情
報
化
社
会
と
の
関
係
で
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す。
情
報
化
社
会
で
は
情
報
を

活
用
す
る
能
力
が
必
要
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
で
す。
た
し
か
に
「
情
報
を
活
用
す
る
能
力」
は
不
必
要
で
は

あ
り
ま
せ
ん 。
素
直
に
聞
け
ば
そ
の
と
お
り
で
す。
そ
の
上
で
素
直
に
考
え
る
と 、
情
報
が
自
由
に
か
つ
十
分
に
入
手
で

き 、
そ
れ
か
ら
適
切
な
も
の
を
選
択
で
き
る
条
件
が
あっ
て
こ
そ 、
は
じ
め
て
生
き
て
く
る
能
力
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す。
そ
れ
で
素
直
に
質問
し
て
み
ま
す。
「
情
報
が
自
由
に
か
つ
十
分
に
入
手
で
き
る
条
件
は
と
と
の
っ
て
い
る
で
し

ょ
う
か 。」

自
分
の
身
辺
を
見
ま
わ
し
て
み
る
と 、
ど
う
も
そ
う
だ
と
は
い
え
ま
せ
ん 。
た
と
え
ば
「
国
家
機
密
法
案」
が
あ
り
ま

す。
一
方
で
情
報
化
社
会
と
か
情
報
公
開
と
い
い
な
が
ら 、
他
方
で
情
報
を
提
供
し
な
い 、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の

情
報
を
知っ
た
り
知
ら
せ
た
り
し
た
ら
罰
す
る
と
い
う
の
で
す。

今
で
も
情
報
は
自
由
に
か
つ
十
分
に
入
手
で
き
る
の
で
は
な
く 、
わ
た
し
た
ち
が
入
手
す
る
前
に
情報
は
選
択
さ
れ
て

し
まっ
て
い
る
の
で
す。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば 、
わ
た
し
た
ち
に
必
要
な
の
は
「
情
報
を
活
用
す
る
能
力」
だ
け
で
な
く 、

入
手
し
た
「
情
報
を
分
析
す
る
能
力」
や 、
分
析
し
た
結
果
欠
け
て
い
る
情
報
が
あ
れ
ば
「
そ
れ
を
要
求
す
る
能
力」
も

ま
た
必
要
と
な
り
ま
す。
ま
と
め
て
い
え
ば 、
情
報
を
入
手
し 、
分
析
し 、
要
求
し 、
活
用
す
る
た
め
の
出
発
点
と
し
て

「
素
直
に
聞
く」
が
大
切
に
なっ
て
き
ま
す。

聞
く
に
つ
い
て 、
異
な
る
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す。
文
明
開
化
の
明
治
時
代
か
ら 、
日
本
は
諸
外
国
の



学
問
や
文
化
を
文
字
を
媒
介
に
し
て
学
び
と
る
努
力
を
し
て
き
ま
し
た 。
そ
の
せ
い
で
し
ょ
う
か 、
耳
で
聞い
て
学
ぶ
こ

と
を
「
耳
学
問」
と
い
っ
て
軽べ
つ
す
る
よ
う
に
なっ
て
き
ま
し
た 。
耳
学
問
と
は
そ
ん
な
に
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
し
ょ

う
か 。自

分
の
話
を
相
手
が
耳
を
傾
け
て
聞
い
て
い
る
か
を
ど
の
よ
う
に
し
て
判
断
す
る
か
と 、
学
生
に
質
問
し
て
み
ま
し
た 。

「
う
な
ず
い
た
り 、
首
を
か
し
げ
た
り
し
て
聞い
て
い
る」
「
質
問
を
し
て
く
れ
る」
と
き
だ
と
の
答
え
が
返っ
て
き
ま
し

た 。
素
直
に
聞
こ
う
と
す
れ
ば
そ
れ
は
態
度
と
なっ
て
現
わ
れ 、
質
問
す
る
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
と
い
う
の
で
す 。

耳
で
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
能
動
的
に
学
ぶ
こ
と
も
で
き
る
の
で
す。

今
日
の
社
会
では
情
報
伝
達
手
段
の
発
展
に
よ
っ
て 、
実
に
多
く
の
情
報
が
伝
え
ら
れ
て
き
ま
す。
そ
れ
を
文
字
を
通

し
て
の
み
入
手
す
る
と
い
う
の
で
は
追
い
つ
き
ま
せ
ん 。
ま
た 、
高
速
大
量
輸
送
手
段
の
発
展
に
よ
っ
て 、
い
ろ
い
ろ
な

国
の
人
た
ち
と
直
接
交
流
で
き
る
時
代
に
なっ
て
い
ま
す。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
し
て
も 、
耳
を
通
し
て
情
報
を
手に
入
れ 、

ぷ

質
問
を
返
し
て
学
ぶ
ス
タイ
ル
を
身
に
つ
け
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

「
素
直
に
聞
く」
と
は
質
問
し
な
い
で
聞
く
こ
と
で
は
な
く
て 、
素
直
に
質
問
す
る
こ
と
で
もあ
る
で
し
ょ
う 。
こ
の

よ
う
な
対
話
に
よ
っ
て 、
人
間
と
人
間
と
の
関
係
の
ネット
ワ
ー
ク
が
つ
く
ら
れ
広
げ
ら
れ
ま
す。
こ
れ
か
ら
の
社
会
で

は、
あ
ら
た
め
て
耳
学
問
が
大
切に
なっ
て
く
る
と
思
う
の
で
す
が 、ど
う
で
し
ょ
う
か 。

第 4 章 学1 39 

こ
の
章
の
結
び
の
こ
と
ば
と
し
て 、
「
未
知
の
世
界へ
旅
立
と
う」
と
池
谷
さ
ん
は
呼
び
か
け
て
い
ま
す。
こ
の
呼
び

か
け
を
読
ん
で 、
私
はハ
ッ

と
し
ま
し
た 。
と
き
と
し
て 、
夢
や
希
望
か
ら
遠
く

離
れ
た
状
態
に
陥っ
て
い
る
自
分
を
発
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見
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す。
ど
う
も
専
門
分
野
の
知
識
を
伝
え
る
こ
と
の
み
に
あ
く
せ
く
し
て
い
る
か
ら
か
な
と
考
え

て
も
み
ま
す。
あ
せ
れ
ば
あ
せ
る
ほ
ど 、
気
持
ち
ま
で一
方
通
行
に
なっ
て
し
ま
う
の
で
す
か
ら 。

ア
ラ
ゴ
ン
は
ナ
チ
ス
ド

イ
ツ
に
抵
抗
し 、
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
抵
抗
を
呼
び
か
け
た
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
で
す。
彼
は
「
ス

ト
ラ
スプ
ー

ル
大
学
の
歌」
の
な
か
で 、
次
の
よ
う
に
歌っ
て
い
ま
す。

「
教
え
る
と
は
希
望
を
語
る
こ
と

学
ぶ
と
は
誠
実
を
胸
に
き
ざ
む
こ
と

彼
ら
は
な
お
も
苦
難
の
な
か
で

そ
の
大
学
を
ふ
た
た
び
聞
い
た」

こ
の
詩
は、
何
の
た
め
に
学
ぶ
の
か
と
自
分
に
問
い 、
他
の
人
と
問
い
か
け
合っ
て
未
来
を
身
近
に
引
き
寄
せ
よ
う
と

し
て
い
ま
す。
教
え
る
も
の
と
学
ぶ
も
の
と
の
二
極
に
分
か
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く 、

教
え
合
い
学
び
合
う
関
係
に
お

い
て
語
り
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と 、
呼
び
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す。
教
え
る
こ
と
と
学
ぶ
こ
と
と
は
と
も
に
あ
り 、

教
え
学
ぶ
と
は
と
も
に
未
来
を
語
る
こ
と
だ
と
思い
ま
す 。

ハ
愛
知
県
立
女
子
短
期
大
学
教
授）



第
5
章
生
き
る

塚
野

ー、ー、EMリ’

は

じ

め

に

こ
ど
も
の
頃 、
人
は
誰
も
が 、
人
生
はハ
ッ

ピ
ー

エ
ン
ド

で
あ
る 、
と
考
え
て
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か 。
私
も
そ

の一
人
で 、
面
白
く
な
い
時 、
苦
し
み
を
味
わっ
て
い
る
時
な
ど 、
後
で
お
と
な
に
な
れ
ば
楽
し
いこ
と
が
待っ
て
い
る 、

し
あ
わ
せ
に
な
れ
る
と
思い
込
み 、
な
ん
と
か
し
の
い
で
き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す。

し
か
し 、
そ
の
期
待
し
て
い
た
お
と
な
に
な
り 、

近
く
で
あ
る
い
は
遠
く
か
ら
人
の
生
き
方
を
見
聞
き
す
る
に
つ
れ
て 、

ま
じ
め
に
努
力
し
て
も
不
幸
な
人
生
を
過
ご
し 、
他
人
に
迷
惑
の
か
け
ど
お
し
で
も 、
けっ
こ
う

幸
せ
な
生
活
が
で
き
る

こ
と
を 、
知
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た 。
才
能
が
豊
か
で 、
努
力
も
し 、
友
達
か
ら
も
慕
わ
れ 、
親
も
妻
子
も
た
い
せ
つ
に

し
た
友
人
が
ガ
ン
で
な
く
なっ
た
時 、
私
の
単
純
な
脳
細
胞
は、
怒
り
と
当
惑
で
錯
綜
し
た
も
の
で
し
た 。
い
ま
は 、
人
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生
は
わ
か
ら
な
い
も
の
だ 、
と
考
え
る
境
地
に
近づ
い
て
は
い
ま
す。
も
と
よ
り
こ
の
程
度の
こ
と
は、
古
今
東
西品目
か

モ
lパ
ッ

サ
ン
は
「
人
生
は、
こ
の
上
も
な
く
多
種
多
様
な 、
突
発
的
な 、
相

ら
多
く
の
人
は
熟
知
済
み
で 、
例
え
ば 、
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反
し
た 、

ち
ぐ
は
ぐ
な
も
の
ば
か
り
で
出
来
て
い
る 。

残
忍
で 、

支
離
滅
裂
で 、

脈
絡
が
な
い

。

説
明
不
能
の 、

非
論
理

的
な 、

矛
盾
だ
ら
け
の 、

三
面
記
事
に
組
み
込
ま
れ
る
べ

き
異
常
事
に
満
ち
て
い
る
」

と
い
っ
て
い
ま
す 。

こ
の
よ
う
に 、

初
め
に
も 、

途
中
で
も 、

そ
う
し
て
終
わ
り
で
も 、

な
に
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
人
生
で
す
が 、

ま

っ
た
く

矛
盾
だ
ら
け
で
支
離
滅
裂
か
と
思
う
と 、

あ
る
人
は
確
か
に
そ
の
人
の
努
力
の
せ
い
で 、

あ
る
い
は
心
掛
け
の
せ

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
生
を
送
る
こ
と
も
あ
り
ま
す 。

人
生
か
ら
定
理
や
法
則
を
抜
き
さ
る
こ
と
も
無
理
が
あ
る

よ
う
で
す 。

そ
う

考
え
る
と 、

生
き
る
こ
と
の
意
味
を
考
え 、

人
生
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も 、

あ
な
が
ち
無
意
味
な
こ
と

い
で 、

と
は
い
え
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か 。

展
開
さ
れ
て
い
ま
す 。

そ
の
環
境
は 、

と
こ
ろ
で 、

私
た
ち
の
い
ま
の
生
活
は 、

高
度
に
発
達
し
た
科
学
技
術
に
支
え
ら
れ
た
豊
富
な
生
活
環
境
の
な
か
で 、

ビ
デ
オ
や
C
D
そ
れ
に
パ
ソ
コ
ン
の
普
及
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に 、

急
速
に
変

わ
り

つ
つ
あ
り
ま
す 。

そ
れ
ら
は 、

い
ま
ま
で
人
聞
が
自
然
と
じ
か
に
触
れ
あ
う
な
か
で
味
わ
い
造
り

上
げ
て
き
た 、

生

き
て
い
る
実
感 、

生
き
る
喜
び 、

生
き
抜
く
喜
び
の
体
験
を
奪
い
さ
る
危
険
を
苧
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す 。

ど
の
よ

う
な
と
こ
ろ
で 、

私
た
ち
は 、

科
学
技
術
の
発
展
と
調
和
し
た 、

新
し
い
人
間
的
な
生
き
方
を
設
定
し
た
ら
よ
い
の
で
し

ょ
う
か 。

以
前
は 、

こ
ど
も
の
誕
生 、

教
育 、

結
婚
式 、

労
働 、

病
気 、

死
な
ど
人
生
の
重
要
な
出
来
事
は
ほ
と
ん
ど
が
家
庭
を

中
心
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た 。

そ
れ
が
病
院 、

学
校 、

会
社
な
ど
社
会
の
公
共
的
な
場
へ
と
移
行
し
て
い
き
ま
し
た 。
便

利
で
多
様
に
見
え
る
社
会
的
環
境
の
な
か
か
ら 、

こ
う
し
た
人
生
の
重
要
事
が
除
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
私
た
ち
は
思
い



を
い
た
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
で
す。

本
章
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
正
面
か
ら
と
り

組
も
う
と
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。
生
き
る
こ
と
に
つ
い
て

の
意
味
を 、
一
人
の
心
理
学
研
究
者
と
し
て 、
体
験
的
に 、
す
こ
し
は
学
問
的
に 、
考
え
探
ろ
う
と
し
た
も
の
で
す。
他

の
章
で
は 、
意
欲
的
主
体
的
な
活動
を
励
ま
し 、
薦
め
る
意
図
が
大
き
な
柱
に
なっ
て
い
ま
す
が 、
本
章で
は
生
き
る
こ

と
を 、
や
や 、
沈
ん
だ
形
で
み
つ
め
な
お
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す。

死
に
つ
い
て

い
ろ
ん
な
人
生の
時
期
の
な
か
で 、
もっ
と
も
躍
動
的
で
生
命
感
あ
ふ
れ
る
青
年
期
は 、
そ
の
対
極
に
位
置づ
け
ら
れ

る

る
死
を
考
え
る
の
に
は一
番
ふ
さ
わ
し
く
な
い
時
期
の
よ
う
に
み
え
ま
す。
け
れ
ど
も
青
年
期
の
自
己へ
の内
省
的
な
傾

向
や
孤
独
の
感
情
の
高
ま
り
は 、
生
の
問
題
だ
け
で
は
な
く 、
死
を
も
見つ
め
さ
せ
ま
す。
青
年
期
の
自
殺
の
多
発
現
象

は
こ
の
こ
と
を
裏づ
け
て
い
ま
す。
死
の
現
実
に
私
た
ち
は
と
き
ど
き
直
面
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す。
け
れ
ど
も
な
るべ

く
は
忘
れ
去
り
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
の
が
普
通
で
す。
し
か
し 、
死
に
向
か
う
人
生
を
ど
う
生
き
続
け
る
か
と
い
う
重
い

課
題
は 、
しっ
か
り
み
す
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か 。

き第 5 章 生

最
近 、
こ
う
し
た
死
の
問
題
を
む
し
ろ
積
極
的
に
取
り
上
げ 、
生
と
死
の
意
義
に
つ
い
て
考
え 、
自
己
と
他
者
の
死
に

1 43 

耐
え
て
の
心
構
え
を
習
得
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
ま
す。
死へ
の
準
備
教
育
が
そ
れ
で
す。
生
の
積
み
重
ね
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の
上
に
死
を
迎
え
る
の
だ
と
す
れ
ば 、
見
事
な
死
は、
豊
か
な
人
生
の
結
実
で
す。
人
生
の
究
極
に
あ
る
死へ
の
準
備
を

す
る
こ
と
は、
人
生
を
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
試
み
で
も
あ
る
の
で
す。
生
き
る
こ
と
を 、
ま
ず
死
の
問
題
か
ら
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す。

綴
父
の
死

私
の
父
は
田
舎
町
の
役
所
勤
め
を
し
て
定
年
を
迎
え 、
そ
の
後 、
民
間
会
社
に
七
年
間
ほ
ど
勤
務
し
ま
し
た 。
私
た
ち

子
ど
も
は
ふ
る
さ
と
を
離
れ 、
両
親
は
二
人
だ
け
の
生
活
を
し
て
い
ま
し
た 。
父
は、
小
心
で
律
義
で
他
人
に
迷
惑
を
か

け
る
こ
と
を
極
端
に
嫌
う
性
格
で
し
た 。
社
長
か
ら
の
慰
留
で
て
二
度
辞
め
る
の
を
延
ば
し
た
こ
と
も
あっ
た
よ
う
で

し
た
が 、
自
分
の
仕
事
の
責
任
が
果
た
せ
な
く
な
り

会
社
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
退
職
し
た
の
で
し
た 。

外
か
ら
の
電
話
を
受
け
て
も
伝
言
す
る
内
容
を
忘
れ
て
し
ま
う 、説
明
す
る
つ
も
り
で
も
言
葉
が
思
い
ど
お
り
に
で
な
い

な
ど
の
グ
チ
を
幾
度
か
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す。
記
憶
力
喪
失の
自
覚
が
ほ
ん
と
う
の
理
由
だっ
た
の
で
し
ょ
う 。

こ
の
頃 、
話
し
言
葉
か
ら
物
や
人
の
名
前
な
ど
の
固
有
名
詞
が
失
わ
れ 、
そ
れ 、
あ
れ
と
い
う
代
名
調
が
ほ
と
ん
ど
と
な

り
ま
し
た 。
ま
た 、
と
き
ど
き
身
を
か
が
め
る
よ
う
に
し
て
小
さ
い
机
に
向
か
い 、
小
型
の
ノ
l
ト

に
書
き
も
の
を
し
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た 。
私
が
近
づ
く
と 、
作
業
を
中
断
し
何
を
やっ
て
い
る
か
を
知
ら
れ
た
く
な
い
よ
う

す
で
し
た 。

後
で
そっ
と
ノ
l
ト

を
聞
け
る
と 、
国
語
辞
典
か
ら
自
分
に
必
要
な
部
分
を
抜
粋
す
る
作
業
を
し
て
い
る
よ
う
で
し
た 。

い
や
が
る
父
に 、
母
と一
緒
の
健
康
診
断
だ
と
い
つ
わっ
て 、
精
神
科
の
医
院
の
診
察
を
受
け
さ
せ 、
月
に
二
回
の
通



院
を
始
め
ま
し
た 。
老
人
性
痴
呆
症
が
少
し
ずつ
進
行
し
て
い
た
の
で
し
た 。
ま
も
な
く 、
お
金
の
勘
定
が
で
き
な
く
な

り 、
母
は
散
髪
に
出
か
け
る
時
に
は
釣
銭
が
も
ら
え
る
札
を
用
意
し
て
やっ
て
い
ま
し
た 。
ひ
さ
し
ぶ
り
で
訪
ね
た
私の

弟
妹
が
わ
か
ら
な
く
な
り 、
朝 、
起
き
が
け
に
母
に
「
離
れ
に
泊
まっ
て
い
る
人
は
誰
だ
い
？」
と
尋
ね 、
母
も一
瞬
答

九
る
の
を
鴎
賭
し
た
と
い
い
ま
す。

衣
服
の
着
脱 、
入
浴
の
世
話
な
ど
で
母
の
手
に
か
か
る
こ
と
は、
ま
だ
るっ
こ
い
感
じ
と
迷
惑
を
か
け
ま
い
と
い
う
思

い
と
で
さ
ぞ
か
し
不
本
意
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う 。
思
い
ど
お
り
に
仕
事
や
行
為
が
で
き
な
い
とか
ん
し
ゃ
く
を
起
こ
し 、

る

両
手
で
自
分
の
頭
を
叩
き
転
げ
回
り 、
母
は
暗
潜
た
る
思
い
だっ
た
よ
う
で
す。
新
聞
も
テ
レ
ピ
も
理
解
で
き
な
く
な
り

な
ん
の
楽
し
み
も
な
い
よ
う
で
し
た
が 、
足
腰
は
達
者
だっ
た
こ
と
も
あっ
て 、
散
歩
だ
け
は、
き
まっ
たコ
l

ス
に
進

ん
で
出
か
け
て
い
ま
し
た 。
し
か
し
そ
れ
も
道
に
迷
う
こ
と
が
多
く
なっ
て 、
し
ば
し
ば
居
あ
わ
せ
た
人
か
ら
連
れ
ら
れ

て
帰っ
て
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た 。
こ
の
あ
た
り
か
ら
は
楽
し
み
と
い
う
よ
り
は、
仕
事
や
義
務
と
し
て
歩
く
こ
と
を

続
け
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す。
医
師
か
ら
は
入院
の
必
要
は
ま
だ
な
い 、
と
い
わ
れ
て
は
い
ま
し
た 。
母
は、
足
の
不

自
由
な
年
配
の
人
が
苦
心
し
な
が
ら
町
を
歩
く

様
を
見
て 、
そ
れ
で
も
頭
は
確
か
な
の
だ
ろ
う
か
ら
と 、羨
ま
し
く
思
え

き生

た
と
い
い
ま
す。

第 5 章

一
九
八
五
年 、
一
O
月
も
中
旬
過
ぎ
の
う
ら
ら
か
な
日
和
の
午
後 、
な
ぜ
か
そ
の
日
午
前
中
に
散
髪
を
済
ま
せ 、
小
奇

麗
な
身
な
り
で
出
か
け
た
父
は、
と
う
と
う
帰
り
ま
せ
ん
で
し
た 。
多
く
の
人々
の
懸
命
な
捜
索
が
続い
た
四
日
目
の
夜 、

カ
ユ
と
り
の
人
た
ち
に
偶
然
発
見
さ
れ
ま
し
た 。
通
報
に
よ
っ
て
知
人の
運
転
す
る
車
で
駆
けつ
け
た

1 45 

山
間
の
渓
谷
で 、
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私
は、
確
認
を
求
め
ら
れ
て 、
毛
布
で
覆
わ
れ
た
遺
体
の
前
に
進
み
出
ま
し
た 。

父
の
身
体
が 、
ア
ル
ミ

製
の
担
架
の
上
に
仰
向
け
に
な
り 、
ひ
と
ま
わ
り
大
き
く
見
え
ま
し
た 。
「
疲
れ
た
の
で 、
少
し

だ
け
や
す
ま
せ
て
く
れ」
と
で
も
言
い
た
げ
な
安
ら
か
な
よ
う

す
に
見
え
ま
し
た 。
業
苦
で
あっ
た
は
ず
の
痴
呆
症
の
気

配
は
顔
か
ら
消
え
失
せ
て
み
え 、
こ
れ
ま
で
じ
か
に
聞
い
て
み
た
こ
と
の
な
か
っ

た
父の
人
生
の
哀
歓
を
今
な
ら
話
し
て

も
ら
え
る 、
そ
ん
な
気
が
し
た
の
で
し
た 。
父
の
死
と
私
の
生
と
が
互
い
に
歩
み
寄っ
た
と
で
も
い
う
の
で
し
ょ
う
か 。

一
六
四
セ
ン
チ
の
身
長
で
骨
格
の
太
い

そ
の
時
ま
で 、
思
み
き
ら
うべ
き
対
象
で
あっ
た
死
が 、
父
の
傍
ら
に
身
を
横
た
え
た
だ
け
で
す
ぐ
に 、
父
と
共
有
で
き

る
よ
う
な
身
近
な
親
し
み
ゃ
す
い
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
の
で
し
た 。

清
流の
浅
瀬
の
よ
ど
み
で 、
上
流
を
頭
に
左
腕
で
石
を
抱
え
込
む
よ
う
に
し
て
仰
臥
し
て
お
り 、
片
足
の
靴
は
脱
げ
て 、

探
し
て
も
見つ
か
ら
な
かっ
た 、
と
い
わ
れ
ま
し
た 。
検
死
の
結
果
は 、
外
出
当
日
午
後
八
時
頃
の
疲
労
と
寒
冷
に
よ
る

心
臓
死
と
い
う
こ
と
で
し
た 。

父
が
出
か
け
た
日
の
足
ど
り
は
出
会っ
た
人
た
ち
の
話
を
ま
と
め
る
と 、
こ
う
な
り
ま
す。
そ
の
日
も
父
は 、

キ
ロ
の
コ
l

ス
を
歩
き
始
め 、
途
中
で
大
き
くコ
l

ス
を
は
ず
れ 、
ま
た
も
どっ
た
の
で
す
が
逆
廻
り
と
な
り 、

右
折
す

れ
ば
町
の
方
角へ 、
直
進
す
れ
ば
山へ
と
い
う
二
股
の
道
で 、
夕
方
の
四
時
す
ぎに
下
校
途
中
の
子
ど
も
に
部
落
の
名
を

確
か
め
た
と
い
う
の
で
す。
そ
の
後
の
足
ど
り
が
絶
え
て
い
た
の
で
し
た 。

そ
の
部
落
か
ら
遺
体
の
発
見
さ
れ
た
現
場
ま
で
お
よ
そ
二
キ
ロ
余 、
秋
の
山
あ
い
の
道
で
は
六
時
に
な
れ
ば
暗
闇
と
な

一
周
五

り
ま
す。
家
に
帰
り
た
い一
心
で 、
定
か
で
な
い
頭
脳
を
ふ
り
し
ぼっ
て
山
の
道
を
た
ど
り 、
つ
い
に
は
沢
の
な
か
に
足



を
ふ
み
い
れ 、
二
0
0メ
ー
ト

ル
ほ
ど
渓
流
を
の
ぼっ
た
と
こ
ろ
で
疲
れ
果
て 、
横
た
わっ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す。

身
体
に
は
傷
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が 、
足
首
か
ら
膝
に
か
け
て 、
無
数
の
赤
い
打
撲
の
跡
が
見つ
か
り
ま
し

た 。
暗
が
り
の
細
い
山
道
に
は
い
り
こ
み 、
し
ま
い
に
は、
川
の
浅
瀬
を
岩
や
石
に
足
を
と
ら
れ
な
が
ら
も 、
命
の
尽
き

る
ま
で
ひ
た
す
ら
歩
き
続
け
た
の
で
し
ょ
う 。
よ
そ
の
家
の
軒
先
で
腰
を
つ
い
て
休
む
こ
と
な
ど
は
父
の
性
格
か
ら
し
て

で
き
な
か
っ

た
と
思い
ま
す。

滋
そ
こ
か
ら
学
ん
だ
こ
と

る

思
え
ば 、
辞
典
か
ら
の
按
粋
も 、
知
力
の
衰
え
を
察
知
し
た
父
が 、
そ
れ
を
引
け
な
く
なっ
た
後
に
備
え
る
た
め
と
リ

ハ
ビ
リ
テ
l
シ
ョ

ソ
の
意
味
を
含
め
自
分
に
課
し
た
作
業
だっ
た
の
で
は
な
か
っ

た
の
で
しょ
う
か 。
そ
の
小
さ
な
ノ
ー

ト
は、
一
度
も 、
父
に
よっ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
し
た 。
遣
さ
れ
た
数
冊
の
日
記
は、
年
を
追っ
て
稚

拙
で
か
な
の
多
い
文
に
変
わっ
て
お
り 、
つ
い
に
は
空
白
の
欄
が
続
い
て
い
ま
し
た 。
命
あ
る
か
ぎ
り

精一
杯
誠
実
に
生

き
抜
く
こ
と 、
父
は
そ
ん
な
ふ
う
に
七
三
年
の
人
生
を
生
き 、
死
ん
で
い
き
ま
し
た 。

生
が
死
に
とっ
て
代
わ
る
ま
で 、
人
は
懸
命
に
生
き
る
努
力
を
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を 、
父
は
自
分
の
晩
年

き第 5 章 生

に
身
を
もっ
て
示
し
て
い
っ

た
よ
う
に
思
え
る
の
で
す。
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そ
れ
ま
で 、
私
に
とっ
て
ふ
る
さ
と
は、
と
き
ど
き
骨
休
み
に
帰
る
格
好
な
休
息
の
場
で
し
た 。
町
の
よ
う

す、
そ
こ

で
の
人々

、
そ
れ
を
取
り

巻
く
山
や
川
の
自
然 、
そ
れ
は
確
か
に
懐
か
し
い
も
の
で
し
た
が 、
自
分
の
生
活
と
は一
定
の
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距
離
が
あっ
た
の
で
し
た 。
そ
れ
は
静
止
し
た
薄
ぼ
ん
や
り
と
し
た 、
あ
た
か
も
煙
の
か
か
っ

た
景
色
の
よ
う
に
見
え
て

い
た
の
で
し
た 。

そ
れ
が
父
の
事
件
で 、
町
の
あ
ち
こ
ち
を
歩
き 、
そ
こ
に
住
む
人
た
ち
の
援
助
や
協
力
を
得
る
な
か
で
変
わ
り
ま
し
た 。

町
の
よ
う

す
や
自
然
の
風
景
に
は
表
情
が
あ
り 、
人々
に
は 、
暖
か
い
こ
こ
ろ
の
温
も
り
を
感
じ
だ
し
た
の
で
し
た 。
山

や
川
が
包
み
込
み
町
に
住
む
人々
が
語
り
か
け
て
く
れ
る 、
父
に
見
え
て
い
た
ふ
る
さ
と
は
こ
う
し
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か 、
そ
う
い
う
思
い
が
し
て
い
る
の
で
す。
ふ
る
さ
と
の
自
然
と
そ
こ
に
住
む
人々
の
存
在
に
よ
っ
て 、
私

の
こ
こ
ろ
は
感
傷
的
に
も
な
り 、
ま
た
慰
め
ら
れ
も
す
る
の
で
し
た 。

も
う
ひ
と
つ
の
思
い
は、
生
き
る
こ
と
は
有
限
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す。
こ
れ
ま
で
は 、
自
分
は
人
生
を
不
真
面
目

に
送っ
て
き
た
と
は
思
わ
な
い
ま
で
も 、
終
わ
り
を
意
識
し
て
は
こ
な
か
っ

た 、
こ
れ
は
考
え
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
す。
自
分
の
身
体
は
い
くつ
か
は
亡
く
なっ
て
い
く 、
そ
う
し
た
死
を
意
識
し
な
が
ら
生
を
生
き
る
と
い

う
死
の
教
育
の
意
味
が 、
体
験
を
通
し
て
私
に
わ
か
り
か
け
て
き
た
の
で
し
た 。

生
き
て
い
く
こ
と
の
一

つ
の
意
味

い
ま
ま
で
の
生
活
で
体
験
済
み
の
こ
と
を
あ
る
出
来
事
を
契
機
に
し
て
見
直
す
こ
と
は、
誰
も
が
い
く

ど
か
経
験
す
る
こ
と
で
す。
そ
う
し
た
出
来
事
は 、
当
面
し
て
い
る
と
き
は
心
身
と
も
に
疲
れ
果
て
る
よ
う
な
状
態
で
あ

こ
の
よ
う
に 、



る
こ
と
が
多い
の
で
し
ょ
う
が 、
時
聞
を
置
い
て
み
る
と 、
大
き
な
収
穫
を
得
て
い
る
こ
と
に
気づ
か
さ
れ
る
の
で
す。

わ
が
家
は
目
下
二
人
の
娘
の
子
育
て
の
真っ
最
中
で
す。
昨
春
（一
九八
六
年） 、
肺
炎
で
二
ヵ

月
間 、
二
人
は
文
字
ど

お
り

枕
を
並べ
て
入
院
し
て
し
ま
い
ま
し
た 。
そ
う
なっ
て 、
い
ま
ま
で
は
あ
た
り
ま
え
で 、
な
ん
と
も
思
わ
な
かっ
た

平
凡
な
こ
と
が 、
実
は
あ
り
が
た
く

幸
せ
な
こ
と
だっ
た
の
だ
と
つ
くづ
く
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た 。
人
生
の
さ
ま
ざ
ま

な
喜
び
ゃ
悲
し
み 、苦
し
さ
の
経
験
は
そ
れ
ま
で
の
受
け
と
め
方
や
見
方
に 、
深
み
と
広
が
り
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す。

務
見
な
お
す
こ
と

ーl
（
略〉

｜｜

る

私
が
入
院
す
る
前
の
母
は、
昼
は
四
つ
ん
ば
い
に
な
っ
て
土
を
か
き
ま
わ
し 、
夜
は
う

す
暗
い
電
燈
の
下
で
金
が

な
い
と
泣
き
ご
と
を
言
い
な
が
ら
内
職
を
し
て
い
た 、
私
に
とっ
て
あ
ま
り

魅
力
の
な
い
母
だっ
た 。
私
が
け
が
を

し
た
時 、
話
し
を
き
い
た
だ
け
で
貧
血
を
お
こ
し 、
気
管
切
聞
の
手
術
の
あ
と
を
み
て
へ
なへ
な
と
座
り
込
む
母
だ

っ
た 。
母
が
世
間一
般
に
い
う
強
い
人
な
ら 、
私
を
お
い
て
家へ
帰
り 、
私
の
た
め
に
自
分
の
すべ
て
を
犠
牲
に
す

る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
で 、
もっ
と
別
の
方
法
を
考
え
た
か
も
し
れ
な
い 。
し
か
し
母
に
は
私
を
お
き
ざ
り
に
で

き第 5 章 生149 

き
な
い
弱
さ
が
あっ
た 。
そ
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
弱
さ
が 、
い
ま
の
母
を
支
え
て
い
る
もっ
と
も
強
い
力
な
の
で

は
な
い
の
だ
ろ
う
か 。
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も
し
私が
けが
を
し
な
け
れ
ば 、
こ
の
愛に
満
ち
た
母に
気づ
くこ
と
な
く 、
私
は
う
す
汚
れた一
人の
百
姓の

女
とし
て
し
か
み
れ
ない
ま
まに 、
一
生
を
高
慢
な
気
持
ちで
過ご
し
て
し
ま
う 、

不
幸
な
人
間に
なっ
て
し
まっ

た
か
も
し
れ
な
かっ
た 。

一
九七四
年
二一月一一一一日

〈『愛 、
深き淵より』
立風書房 、
二＝五ペ
ージ）

花が
き
れい
で
す
ね

誰か
が
そ
ういっ
て

う
し
ろ
を
過
ぎて
行っ
た

気がつ
く
と
目の
前に

花が
咲い
て
い
た

私
は
何
を
見て
い
たの
だ
ろ
う

こ
の
華
や
か
な

春の
前で

いっ
たい
何を



考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う

（『鈴のなる道』
借成社 、一六ページ〉

る

こ
の
文
章
と
詩
を
書
い
た
星
野
富
弘
さ
ん
は、
一
七
年
前 、
首
の
怪
我
が
も
と
で
手
足
が
動
か
な
く
な
り 、
以
来一
日

の
ほ
と
ん
ど
をベ
v
ド

の
上
で
過
ご
す
生
活
を
送っ
て
い
る
人
で
す。
文
章の
つ
ぎ
に
あ
る
詩
は 、
星
野
さ
ん
の
詩
の
な

か
か
ら 、
私
が
選
ん
で
添
え
た
も
の
で
す。
こ
の
人
は、
群
馬
大
学
の
教
育
学
部
を一
九
七
O
年
に
卒
業
さ
れ 、
四
月
か

ら 、
高
崎
市
立
の
倉
賀
野
中
学
校
に
体
育
の
教
師
と
し
て
赴
任
さ
れ
ま
し
た
が 、
六
月 、
ク
ラ
ブ
活
動
の
指
導
中 、
頭
か

ら
落
ち
て
顕
椎
を
損
傷
さ
れ
た
の
で
す。
青
春
の
真っ
只
な
か
で
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
の
星
野
さ
ん
は一
転
し
て 、
肩
よ
り
下

が
麻
痔
しベ
ッ
ド

に
寝
た
き
り
の
不
自
由
な
生
活
を
強い
ら
れ
ま
し
た 。
絶
望
的
で
あっ
た
日
々
を
送っ
た
末 、
自
分
の

周
囲
の
人々
や
も
の
へ
の
見
方
が
変
容
し
て
い
き
ま
す。
人
や
も
の
を
自
分
の
立
場
か
ら
だ
け
見
る
の
で
は
な
く 、
そ
れ

ぞ
れ
の
存
在
理
由
を
認
め
共
感
す
る
受
け
と
め
方
が
で
き
る
よ
う
に
人
間
的
な
成
長
を
さ
れ
る
の
で
す。

つ
な
が
り
の
最
も
強い
母
で
さ
え 、
あ
る
い
は
母
で
あ
る
か
ら
こ
そ 、
普
段
の
生
活
の
な
か
で
は
自
分
の
つ
ご
う
本
位

に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
く 、
そ
れ
が一
面
的
な
見
方
で
あ
る
こ
と
に
気づ
か
ず
に
い
る
こ
と
が
普
通
で
す。
ケ
ン
カ

を
し
た
ら
歩
み
寄
る
の
は
親
だ
と
思っ
て
い
る
の
で
す。
母
の
見
直
し
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
の
な
か
に 、
星
野
さ
ん
の

苦
悩
の
深
さ
と
精
神
的
な
強
靭
さ 、
さ
ら
に
お
母
さ
ん
の
献
身
的
な
看
病
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す。

さ
て 、
こ
う
し
た
苦
悩
の
病
床
生
活
の
末 、
口
に
サ
イ
ン
ベ
ン
を
く
わ
え
文
字
を
書
く
こ
と
に
成
功
さ
れ
る
の
で
す。

き第 5 章 生Z う E
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滋
生
き
る
喜
ぴ

－1

8

ーー

横
向
き
に
なっ
た
顔
の
前
に 、
篠
原
さ
ん
が
ス
ケ
ッ

チ
ブ
ッ
ク
を
立
て
て
もっ
て
い
て
く
れ
て 、
私
は
サ
イ
ン
ベ

γ
に
ガ
l

ゼ
を
巻
い
て
口
に
く
わ
え
た 。
篠
原
さ
ん
が
ス
ケ
V

チ
ブ
ッ
ク
を 、
サ
イ
ン
ベ
γ
の
先
す
れ
す
れ
の
と
こ

ろ
ま
で
近
づ
け
て 、
私
が 、
首
を
少
し
前
に
だ
す
と 、
ベ
ン
先
が
紙
に
触
れ 、
黒
い
し
み
が
で
き
た 。

略
結
局 、
初
め
て
書
い
た
文
字
は
カ
タ
カ
ナ
の
大
き
な
「
ア」
だっ
た 。
次
ぎは
「
イ」
で
あ
る 。
里山
糸の
切
れ
端

の
よ
う
に
もつ
れ
た
文
字
が 、
だ
ん
だ
ん
と
楢唱
え
て
い
っ

た 。
日
が
回っ
た 。
よ
だ
れ
が
サ
イ
γ
ベ
シ
の
ガ
ー

ゼ
を

ぐ
し
ょ
ぐ
し
ょ

に
し
て 、
頬っ
ぺ
た
を
伝
わっ
て
枕
に
浸
み
た 。
慣
れ
な
い
も
の
を
く
わ
え
る
た
め
だ
ろ
う
か
吐
き

気
も
し
て
き
た 。
し
か
し
う
れ
し
か
っ

た 。
う
れ
し
く
て 、
う
れ
し
く
て 、
：：：

や
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た 。

ス
ケ
ッ

チ
ブ
ッ
ク
を
持つ
篠
原
さ
ん
の
手
は
プ
ル
プ
ル
と
震
え 、
横
か
ら
の
ぞ
き
込
む
母
の
歯
は 、
私
と
同
じ
よ

う
に
が
っ
ち
り
と
噛
み
合
わ
さっ
て
い
た 。
首
は
次
第
に
疲
れ
て
き
て 、
カ
タ
カ
ナ
の
字
も
字
で
は
な
く 、
た
だ
の 、

の
た
くっ
た
線の
よ
う
に
なっ
て
し
まっ
た 。
そ
れ
で
も
私
は
や
め
な
かっ
た 。
は
じ
め
て 、
自
分
の
名
前
が
書
け

る
よ
う
に
なっ
た
幼
い
と
き
の
よ
う
に 、
う
れ
し
く
て 、
う
れ
し
く
て
し
か
た
が
な
か
っ

た 。

｜｜
（
略）

｜｜

一
九
七二
年一
二
月

（『
愛 、深
き

淵よ
り』

一
O四
J

一
O五ペ
ー
ジ）



何
の
た
め
に

生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う

何
を
喜
び
と
し
た
ら

よ
い
の
だ
ろ
う

こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う

そ
の
時
私
の
横
に

あ
な
た
が一
枚
の
花
を

置
い
て
く
れ
た

る

力
を
ぬ
い
て

重
み
の
ま
ま
に
咲
い
て
い
る

き

美
し
い
花
だっ
た

第 5 章 生

ハ『
鈴
の
な
る
道』
六
六ペ
ー

ジ〉
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健
康
で
あ
る
と
き
に
は
意
識
せ
ず
に
やっ
て
い
る
行
為
も 、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
正
常
に
働
い
て
初
め
て
可
能

に
な
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
き
と
さ
れ
ま
す。
こ
の
場
合 、
文
字
を
書
く
と
い
う
こ
と
は 、
全
生
命
力
を
賭
け
た
行
為
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で
あ
り 、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ 、
ま
さ
に
生
き
が
い
を
感
じ
さ
せ
る
喜
びと
感
動
が
と
も
なっ
た
の
で
し
ょ
う 。
私
た
ち
は

生
き
る
こ
と
の
目
的
や
必
要
性
を
さ
ほ
ど
問
題に
せ
ず
に
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
す。
し
か
し 、
こ
こ
ろ
の
底
か
ら
の
強

い
生へ
の
喜
び
と
執
着
を
み
る
と
き 、
自
分の
生
き
が
い
は
何
で
あっ
た
の
か 、
沸
き
上
が
る
よ
う
な
感
情
を
もっ
て
生

き
て
い
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
よ
み
が
えっ
て
く
る
の
で
す。

星
野
さ
ん
は、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に 、
花
の
絵
を
描
き
そ
こ
に
詩
の
添
え
書
き
を
始
め
ら
れ
ま
す。

あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
秘
め
る
か
に
み
え
る
青
春の
最
中
に 、
不
慮
の
事
故
に
よ
っ
て
絶
望
の
ど
ん
底
に
た
た
きつ
け
ら

れ
苦
悩
に
あ
え
ぐ
日
々
を
経
験
し 、
家
族
や
医
師 、
ま
わ
り
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
の
支
え
を
受
け
な
が
ら 、
詩
画
と
い

う
作
品
に
自
分
の
生
き
方
を
投
影
さ
せ
る
と
い
う
自
己
表
現
の
方
法
を
見
出
し
て
い
か
れ
た
の
で
す。
星
野
さ
ん
の
生
き

方
と
作
品
は、
多
く
の
人
に
生
き
る
勇
気
と
感
動
を
与
え
て
く
れ
ま
す。
私
は、
そ
こ
に
深
い
と
こ
ろ
か
ら
の
生
活
と
人

生
の
見
直
し
が
あ
る
と
思
う
の
で
す。
そ
の
深
さ
は、
苦
悩 、
葛
藤
の
大
き
さ
と
そ
れ
を
受
け
止
め
る
こ
こ
ろ
の
広
が
り

な
の
で
し
ょ
う 。
い
くつ
か
の
悩
み
を
抱
え
込
ん
で
い
る
読
み
手
は、
自
分
よ
り
さ
ら
に
深
い
と
こ
ろ
に
立
ち 、
立
と
う

と
す
る
星
野
さ
ん
の
詩
画
に
こ
こ
ろ
を
洗
わ
れ
る
思
い
が
す
る
の
で
す。

人
生
を
ひ
た
す
ら
生
き
続
け
る
こ
と
の一
つ
の
意
味
は、
よ
り
多
く
の
新
し
い
経
験
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で

の
体
験
を
見
直
し 、
そ
こ
に
新
た
な
価
値
を
見
出
せ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。



と
も
に
生
き
る
こ
と

青
年
期
に
は 、
人
格
的
ア
イ
デ
γ
テ
ィ

テ
ィ

が
確
立
さ
れ
る
と
い
わ
れ
ま
す。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

と
は
自
己
の
存
在

証
明 、
主
体
性 、
自
覚
な
ど
の
日
本
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
ま
す。
人
格
的
ア
イ
デ
γ
テ
ィ

テ
ィ

は、
ひ
と
た
び
形
成
さ
れ

る
と 、
職
業
の
選
択
基
準
や
倫
理
的
な
選
択 、
結
婚 、
宗
教 、
政
治
参
加
な
ど
の
決
定
に 、
大
き
く
か
か
わ
り
ま
す。

務
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ・
ス
テ
ー
タ
ス

る

ア
イ
デ
γ
テ
ィ

テ
ィ

の
達
成
の
さ
れ
か
た
を 、ア
イ
デ
γ
テ
ィ

テ
ィ
・
ス
テ
ー
タ
ス
と
呼
ん
で
い
ま
す。
そ
の
判
断
方

法
と
し
て
い
くつ
か
考
案
さ
れ
ま
し
た 。
ジ
ェ
lム

ス・
マ
l
シ
ャ

は
危
機
と
参
加
と
い
う
こ
つ
の
基
準
を
取
り
入
れ
た

イ
γ
タ
ピ
ュ
ー

を
実
施
し
ま
し
た 。
こ
の
時
危
機
と
は、
い
ろ
い
ろ
な
役
割
を
経
験
し
た
り

（
役
割
実
験〉 、
い
ろ
い
ろ

な
選
択
肢
か
ら
積
極
的
に
な
に
か
を
選
ぼ
う
と
す
る
時
期
を
い
い
ま
す。
参
加
は、
職
業
選
択 、
宗
教 、
政
治
的
信
念
な

ど
に 、
自
分
も
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す。
思
い
惑
う
こ
と 、
自
ら
決
め
る
こ
と
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

き第 5 章 生

し
よ
う 。
そ
の
結
果
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
四
つ
の
タ
イ
プ
が
見
出
さ
れ
て
い
ま
す。

＊ 

ア
イ
デ
γ
テ
ィ

テ
ィ

が
達
成
さ
れ
た
人：：：：：：
す
で
に
危
機
を
経
験
し
て
お
り

職
業
や
信
条
的
な
か
か
わ
り
を
持

っ
て
い
る 。
認
知
の
複
雑
さ
で
は
高
い
レ
ベ
ル
に
あ
り 、

対
人
的
に
は
穏
や
か
で
協
調
的
で
あ
り 、
高
い
目
的
意
識
を

1 55 
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持っ
て
い
る 。

ー与

モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の
状
態
に
あ
る
人：：：：：：
現
在
ま
さ
に
危
機
の
状
態
に
あ
り 、
そ
の
人
の
か
か
わ
り
は
拡
散
し
て

い
る 。
現
実
的
で
は
な
く
気
紛
れ
で
あ
る
が 、
独
断
的
で
は
な
く

寛
容
的
で
あ
り 、

認
知
の
複
雑
さ
で
は
四
グ
ル
ー

プ

中
で
最
も
高
い
水
準
で
あ
る 。

＊ 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

が
早
産
し
た
人：：：：：：
ま
だ
危
機
を
経
験
し
て
い
な
い
が 、
職
業
や
信
条
的
な
か
か
わ
り
を

持
ち
た
い
と
思っ
て
い
る 。
非
常に
従
属
的
で 、
権
威
主
義
的
で 、
厳
格
で 、
対
人
的
に
は
受
動
的
か
対
立
的
か
の
ど

ち
ら
か
で
あ
る 。
青
年
期
の
早
い
時
期
に 、
両
親
や
祖
父
母
が
望
む
よ
う
な
人
間
に
な
る
と
決
め 、
そ
う
し
た
決
定
に

疑
問
を
持
た
な
い
人
な
ど
は
こ
れ
に
あ
た
る 。

＊ 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

が
拡
散
さ
れ
た
人：：・：：：・
危
機
の
経
験
の
有
無
は
と
も
か
く 、
自
分
の
か
か
わ
る
も
の
を
持

っ
て
い
な
い 。
自
分
た
ち
が
演
じ
る
い
ろ
い
ろ
な
役
割
を
統
合
で
き
な
い 。
そ
れ
は
違っ
た
価
値
体
系
の一
方
に
価
値

づ
け
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
か 、
自
分
の
能
力
に
自
信
が
な
い
た
め
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る 。
こ
の
人
た
ち
は
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
手
掛
け
て
も
ど
れ
も
中
途
半
端
で
満
足
す
る
こ
と
が
な
い 。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

の
拡
散
か
ら 、
早
産 、

へ
と
上
昇
し
ま
す。
そ
の
形
成
は
大
学
時
代
に
最
も
活
発
に
な
り 、

危
機
的
な
時
期
は一
年
生
に
よ
く
み
ら
れ
る
と
い
い

ア
イJア
ン
テ
ィ

テ
ィ
・
ス
テ
ー
タ
ス
は、

モ
ラ
ト
リ
ア
ム 、
そ
し
て
達
成

ま
す。し

か
し 、
一
九
七
六
年 、
マ
l
シ
ャ

の
六
年
間
に
お
よ
ぶ
追
跡
研
究
の
結
果
か
ら
つ
ぎ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し



た 。
三
O
名
の
対
象
者
中 、
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の
状
態
に
あっ
た
七
名
全
員
の
ス
テ
ー
タ
ス
が
変
わっ
て
い
ま
し
た 。
ま
た 、

ア
イ
デ
γ
テ
ィ

テ
ィ

を
達
成
し
て
い
た
者
七
名
中
四
名
と
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
状
態
に
あっ
た
者
七
名
中
二
名
は、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

早
産
の
ス
テ
ー
タ
ス
に
と
変
わっ
て
い
た
の
で
す。

ス
テ
ー
タ
ス
の
上
昇
と
い
う
見
解
と
は
矛
盾
し
ま
す
が 、
私
は
む
し
ろ
自
然
な
気
が
し
ま
す。
達
成
か
ら
早
産へ
と
変

わっ
た
被
験
者
の
叙
述
か
ら 、
か
つ
て
の
大
学
教
育
と
い
ま
の
会
社
の
仕
事
と
の
方
向
の
違
い
が
く
み
取
れ
ま
す。
ス
テ

ー
タ
ス
は
被
験
者
が
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
の
な
か
で
危
機
と
参
加
の
程
度
を
判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す。

周
り
の
状
況
が
変
化
す
れ
ば 、
そ
れ
と
の
関
係
で
危
機
と
参
加
に
つ
い
て
の
評
価
も
異
な
り
ま
す。
以
前
に
危
機
と
捉
え

た
こ
と 、
参
加
と
見
た
こ
と
が 、
実
は
不
十
分
な
も
の
で 、
い
ま
こ
そ
危
機
を
経
験
し 、
参
加
し
て
い
る
と
い
う
意
識
が

生
じ
る
の
で
し
ょ
う 。
達
成
が
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
に
も
拡
散
に
も
変
わ
る
こ
と 、
そ
れ
は
必
ず
し
も
消
極
的
な
退
行
で
は
な

る

み
た
び 、
達
成
状
態
に
な
る
準
備
期
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か 。
も
ち
ろ
ん 、
そ
の
時
の
達
成

は
以
前
よ
り
も
よ
り
安
定
し
た
高
い
段
階
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す。

く 、
再
び 、

き

ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
・
ス
テ
ー
タ
ス
は
青
年
期
に一
度
確
定
し
ま
す。
し
か
し 、
い
ま
み
た
よ
う
に 、
そ
の
後
の
人
生

の
経
過
の
な
か
で
幾
度
か
の
変
動
が
あ
る
の
で
す。
結
婚 、
わ
が
子
の
誕
生 、
両
親
の
死
な
ど
は
し
ば
し
ば
そ
の
契
機
に

な
り
ま
す。
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
深い
感
動
や
悲
哀
を
体
験
し
て
ア
イ
デ
γ
テ
ィ

テ
ィ

が
達
成
さ
れ
て
い
く
の
で
しょ

第 5 章 生

ぅ 。
こ
の
意
味で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

の
達
成
は一
生
を
通
し
て
考
え
る
課
題
な
の
だ
と
思い
ま
す。
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ま う8

寝
入
と
交
わ
否
こ
と
の
意
味

マ
ー
ジ
ャ

は、
ア
イ
デ
γ
テ
ィ

テ
ィ

の
達
成
は
ほ
か
の
人
と
親
密
に
な
り 、
こ
こ
ろ
が
通
い
あ
う
こ
と
が
た
い
せ
つ
だ 、

と
考
え
ま
す。
ア
イ
デ
γ
テ
ィ

テ
ィ

の
働
き
は、
お
互
い
に
人
格
的
な
関
係
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
か
か
わ
る
能
力
に 、

役
割
を
果
たし
続
け
ま
す。
ア
イ
デ
γ
テ
ィ

テ
ィ

の
達成
に
は、
自
分
自
身
を
自
覚
す
る
こ
と 、
現
在
の
不
確
か
さ
に
耐

え
る
こ
と 、
仕
事 、
そ
れ
に 、
自
分
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
人
に
協
力
す
る
こ
と
な
ど
を 、
進
ん
で
や
る
こ
と
が
必
要
だ

と
考
え
た
の
で
し
た 。

生
き
が
い
の
あ
る
充
実
し
た
人
生
を
過
ご
そ
う
と
す
る
時
に 、
人
間
同
士
の
深
い
交
わ
り
は
大
き
な
意
味
を
持っ
て
い

ま
す。
生
き
て
い
く
上
で
の
苦
し
み
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よっ
て
和
ら
げ
ら
れ 、
楽
し
み
は
広
がっ
て
い
き
ま
す。
マ

1
シ
ャ

の
い
う
人
と
の
こ
こ
ろ
の
交
流
は、
一
定
の
時
期
の
も
の
を
意
味
し 、
人
生
の
長
い
期
間
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い

よ
う
で
す。
で
す
か
ら
青
春
の
時
に 、
親
に
話
せ
な
い
こ
と
を
打
ち
明
け
ら
れ
る
友
が
得
ら
れ 、
生
涯に
わ
た
る
交
遊
が

続
く
と
す
れ
ば 、
そ
れ
は、
代
え
が
た
い
し
あ
わ
せ
と
い
うべ
き
で
し
ょ
う 。

人
生
に
多
く
の
未
知
の
部
分
が
あ
り 、
そ
れ
が
き
ら
め
い
て
み
え
て
い
た
若
い
日、
「
朋
あ
り

遠
方
よ
り
来
る
亦
楽
し

か
ら
ず
や」
を一
読
し
て 、
つ
ま
し
く

佑
し
い
人
生
を
送っ
て
い
る
人
の
文
章
と
か
た
づ
け
た
も
の
で
し
た 。
そ
し
て
中

年
と
なっ
た
い
ま 、
友
を
迎
え
語
り
あ
う
こ
と
に
相
当
す
る
喜
び
を
他
に
み
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
かっ
た
自
分
を
見
出

し
て
い
ま
す。
友
達
と
の
利
害
関
係
の
な
い
純
粋
な
こ
こ
ろ
の
交
わ
り
の
新
し
く

深い
意
味
が 、
多
少
の
人
生
の
辛
酸
を

な
め
た
私
の
目
の
前
に
広
が
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す。
そ
れ
は、
物
質
的
な
も
の
の
獲
得
や
世
俗
的
な
形
で



の
成
功
の
限
界
と
む
な
し
さ
に
気づ
き
出
し
た
こ
と
も
手
伝っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。

私
た
ち
の一
人
ひ
と
り
は、
お
互
い
が
制
約
さ
れ
脆
弱
な
基
盤
の
上
に
立っ
た 、
慈
し
み
あ
う
存
在
な
の
で
す。
そ
れ

だ
か
ら
こ
そ 、
孤
独
や
不
安
を
支
え
あっ
て 、
耐
え 、
励
ま
し 、
時
に
は
楽
し
み
を
分
か
ち
あ
う
友
達
が 、
ほ
か
の
人
が

必
要
に
な
る
の
で
し
ょ
う 。
苦
悩
が
大
き
く

深
い
も
の
で
あ
る
時
ほ
ど 、
人
の
善
意
や
思
い
や
り
が
身
に
し
み
て
き
ま
す。

そ
う
し
た
こ
こ
ろ
の
つ
な
が
り
と
結
び
付
き
の
な
か
か
ら 、
人
生
を
生
き
抜
く
意
欲
と
展
望
が
湧
い
て
く
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か 。

るき第 5 章 生Z ラ9
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淵

優
子

r6。

リ
ポ
ー
ト
朗

「
生
き
る
」

を
読
ん
で

「
人
生
は
芸
術
で
あ
る 。
芸
術
と
は
自
己
の
表
現
で
あ
る 。
そ
し
て 、
人
生
は
死
に
よ
っ
て
総
括
さ
れ
る」
と
聞い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す。
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
こ
と
が
人
生
の
幕
開
き
な
ら
ば 、
死
は
ま
さ
に
そ
の
幕
切
れ
と
な
る
で
し
ょ

う 。
す
る
と 、
人
生
は
舞
台
の
上
で
演
じ
ら
れ
る
芝
居
のよ
う
な
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。
と
こ
ろ
が 、
こ
の
芝
居
に
は

筋
書
き
が
あ
り
ま
せ
ん
し 、
た
と
え
筋
書
き
を
作っ
た
と
し
て
も 、
そ
の
と
お
り
に
展
開
し
て
い
く
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の

で
す。こ

の
よ
う
に 、
人
生
は
何
が
起こ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
し 、
本
人
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い
部
分
も
多
く
あ

り
ま
す
が 、
そ
の
総
括
で
あ
る
死
を
ど
う

迎
え
る
か
は、
人
生
の
内
容
に
大
き
く
か
か
わっ
て
い
る
と
い
え
ま
す。
す
な

わ
ち 、
見
事
な
死
を
遂
げ
る
こ
と
は、
そ
の
人
の
人
生
を
豊
か
な
も
の
に
す
る
の
で
す。
そ
し
て 、
見
事
な
死
と
は、
懸

命
に
人
生
を
全
う

す
る
こ
と
に
よっ
て
得
ら
れ
る
結
果
で
あ
る
と
思
う
の
で
す。

こ
の
点
か
ら
も 、
著
者
の
お
父
様
は 、
見
事
な
死
を
遂
げ
ら
れ
た一
人
で
あ
り
ま
す。
暗
が
り
の
山
道
に
迷
い
な
が
ら



も
休
む
こ
と
を
せ
ず 、
命
の
続
く
か
ぎ
り
歩
き
続
け
ら
れ
た
姿
に
は、
律
義
で
真
面
目
な
性
格
が
そ
の
ま
ま
現
れ
て
い
ま

す
し 、
誰
も
が
そ
こ
に
まっ
す
ぐ
に
貫
か
れ
た
人
生
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

ま
た 、
国
語
辞
典
か
ら
の
抜
粋
や
日
記
は
すべ
て 、
衰
え
て
い
く
自
分
自
身へ
の
挑
戦・
反
抗
だっ
た
よ
う
に
思
い
ま

す。
人
聞
は、
と
か
く
老
い
や
病
気
な
ど
に
負
け
そ
う
に
な
り
ま
す
が 、
そ
れ
に
屈
す
る
こ
と
な
く 、
最
後
ま
で
生
き
る

努
力
を
さ
れ
た
の
に
は、
頭
が
下
が
る
思
い
が
し
ま
し
た 。
そ
し
て 、
与
え
ら
れ
た
生
命
を
命の
か
ぎ
り
生
き
披
い
て
い

く
こ
と
の
尊
さ
を
教
え
ら
れ
ま
し
た 。

そ
れ
で
も
な
お 、
人
聞
は
死
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す。
そ
ん
な
死
に
た
い
し
て 、
恐
怖
や
不
安
を
抱
か
な

い
人
は
い
ま
せ
ん 。
よっ
て 、
死
は
人
間
の
根
本
的
不
安
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す。
先
人
は、
そ
の
根
本
的

不
安
か
ら
逃
れ
る
た
め
に 、
神
仏
や
超
越
的
存
在
を
信
仰
し 、
安
ら
ぎ
ゃ
幸
福
を
得
ょ
う
と
し
ま
し
た 。
そ
れ
が
宗
教
で

あ
り 、

今
日
で
も
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
もの
が
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す。
こ
れ
よ
り 、

宗
教
は
死
が
あ
る
か
ら
こ
そ
発
達
し
て

る

き
た
の
だ
と
い
え
ま
す。
ま
た 、
医
学
の
目
覚
し
い
進
歩
も
死
に
よ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す。現
在
で
は
医
療
の
充
実
に

よっ
て 、
人
を
病
気
か
ら
救
う
こ
と
も
可
能
に
な
り
ま
し
た 。
こ
れ
は、
死
と
い
う
問
題
を
真
正
面
か
ら
見つ
め 、
真
剣

に
取
り

組
ん
で
き
た
か
ら
だ
と
思
う
の
で
す。
以
上
の
こ
と
か
ら 、
こ
れ
ら
の
発
達
の
主
体
で
あ
る
人
聞
は、
死
を
恐
れ

き第 5 章 生

な
が
ら
も 、
死
を
原
動
力
と
し
て
生
き
て
い
け
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
しょ
う
か 。
死
を
ぽ
ね
と
し
た

1 6 1  

生
き
方
は、
死
を
宣
告
さ
れ
た
人
が
苦
悩
し
な
が
ら
も
残
さ
れ
た
命
を
精一
杯
生
き
よ
う
と
し
た
姿
に
よ
く
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す。
人
間
と
い
う
も
の
は、
死
と
対
等
に
向
か
い
合っ
て
こ
そ
初
め
て
強
く
な
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。
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そ
こ
で 、
生
き
て
い
る
過
程
に
お
い
て
も 、
死
か
ら
目
を
背
け
る
の
で
は
な
く 、

積
極
的
に
死
の
問
題
に
取
り組
ん
で 、

死
に
向
か
う
人
生
を
い
か
に
生
き
て
い
く
か
考
え
る
こ
と
が
重
要
に
なっ
て
き
ま
す。
し
か
し 、
死
を
意
識
し
な
が
ら
生

き
て
い
る
人
は
少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。
正
直
な
と
こ
ろ 、
私
はま
だ
死
に
は
関
係
な
い
の
だ
と
思っ
て
い
ま

す
し 、
生
き
て
い
る
こ
と 、が
あ
た
り
ま
え
と
い
っ

た
ふ
う
に
毎
日
を
送っ
て
い
ま
す。
そ
の
日
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

仕
事
を
怠
け
て
後
日
に
延
ば
し
た
り 、
毎
日
が
つ
ま
ら
な
い
と
愚
痴
を
こ
ぼ
し
た
り 、
面
倒
な
こ
と
か
ら
逃
げ
出
し
た
く

な
る
の
は 、
そ
の
現
れ
と
い
え
る
で
し
ょ
う 。
そ
し
て 、
自
分
が
成
す
こ
と
よ
り
も
人
か
ら
与
え
ら
れ
る
こ
と
ば
か
り
期

待
し
て 、
流
さ
れ
る
ま
ま
に
生
き
て
い
る
自
分
に
気
付
く
の
で
す。
も
し 、
生
が
有
限
な
も
の
で
あ
る
と
自
覚
す
る
な
ら

ば 、
愚
痴
を
こ
ぼ
す
以
前
に 、
一
日一
日
を
少
し
で
も
充
実
し
た
も
の
に
し
よ
う
と一
生
懸
命
生
き
て
い
く
は
ず
だ
と
思

い
ま
す。
自
分
は
な
ん
て
輝
き
の
な
い
日
々
を
過
ご
し
て
き
た
の
だ
ろ
う 、
毎
日
を
つ
ま
ら
な
く
し
て
い
た
の
は
自
分
自

身
だっ
た
の
で
は
な
い
か 、
今
こ
う
い
う
思
い
が 、
頭
の
な
か
を
ぐ
る
ぐ
る
駆
け
巡っ
て
い
る
の
で
す。

有
限
で
あ
る
生
の
な
か
に 、
ど
れ
だ
け
無
限
の
喜
び
ゃ
満
足
を
見い
出
す
こ
と
が
で
き
る
か 、
そ
れ
が
私
達
人
間
に
与

い
つ
死
が
やっ
て
き
て
も 、
自
ら
の
人
生
に
満
足
し
て
死
ん
で
い
く
た
め
に
は 、
日
頃
か
ら

え
ら
れ
た
課
題
で
し
ょ
う 。

心
が
け
て
生
活
す
る
こ
と
が
た
い
せ
つ
だ
と
思
い
ま
す。
な
ぜ
な
ら 、人
生
は
一
日
い
ち
に
ち
の
積
み
重
ね
だ
か
ら
で
す。

そ
し
て 、
私
達
は
若
さ
に
身
を
任
せ
る
の
で
は
な
く 、

若
い
か
ら
こ
そ 、
人
生
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
考
え
て
い
か
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん 。
た
と
え 、
そ
う
い
う

姿
勢
を
忘
れ
そ
う
に
なっ
て
も 、
人
と
の
か
か
わ
り
や
書
物
の
な
か
に
は 、トJh

人
生
を
見
直
す
機
会
が
数
多
く
あ
り
ま
す。
そ
こ
で
立
ち
止
まっ
て 、
自
分
の
生
き
方
を
振
り
返っ
て
み
る
こ
と
が 、



り
よ
く
生
き
る
た
め
に
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

（
富
山
大
学
教
育
学
部一一一
年）
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回

は
じ
め
に

き

「
吾
十
有
五
に
し
て
学
に
志
す

四
十
に
し
て
惑
わ
ず
五
十
に
し
て
天
命
を
知
る

三
十
に
し
て
立つ

六
十に

第 5 章 生

こ
れ
は 、

七
十
に
し
て
心
の
欲
す
る
所
に
従
え
ど
も
矩
を
脆
え
ず 。」

い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
く 、

孔
子
が
自
分
の
歩
ん
で
き
た
人
生
に
つ
い
て
の
感
懐
と
し
て
周
知
さ
れ
て
い

し
て
耳
順
う

163 

る
こ
と
ば
で
す。

こ
の
年
齢
尺
度
を
あ
て
は
め
て
考
え
て
み
ま
す
と 、
H

生
き
るu
の
本
文
の
執
筆
者
は 、
す
で
に
天
命
を
知
る
年
齢
段
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階 、
い
や
ひ
ょ
っ
と
し
て
耳
順
う
の
年
齢
段
階
に
達
し
た
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す。

天
命
を
知
り

耳
順
う
と
は、
ま
さ
に
仏
教
的
な
「
悟
り」
の
境
地
の
表
現
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。
い
う
な
ら
ば 、
こ

ヨヲイ

の
執
筆
者
は
齢
七
十
に
達
す
れ
ば 、
い
や
で
も
お
う
で
も
「
心
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
従
え
ど
も
矩
を
臆
え
ず」
と
述
懐
で

き
る
境
地
に
到
達
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
私
は
思
う
の
で
す 。
こ
の
人
は
現
在
そ
う
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

の

境
地
に
あ
る
人
と
い
え
る
で
し
ょ
う 。

と
こ
ろ
で 、
こ
う
い
う
境
地
に
あ
る
人
か
ら
の
青
年
に
た
い
す
る
本
文
に
述べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
語
り
か
け
を 、
青

年
は
ス
ン
ナ
リ
と
受
け
い
れ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か 。

固
H

生
き
るu
と
い
う
こ
と
の
心
理
学
的
意
味

私
は、

H
生
き
るu
と
い
う
こ
と
の
本
質
的
な
意
味
は、

H
活
動
す
るu
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思い
ま
す。

活
動
と
は、

H
人
の
そ
の
周
囲
や
他
者
に
た
い
す
る 、
そ
し
て
生
き
て
い
く
た
めに
生
じ
て
く
る
諸
課
題
に
た
い
す
る

特
定
の
関
係
を
実
現
す
る
過
程u
の
こ
と
で
あ
り
ま
す。
そ
れ
は
動
機
を
満
足
す
る
過
程
で
あ
り
ま
す。

さ
て 、
年
齢
に
よ
っ
て
人
に
与
え
ら
れ
る
社
会
的
規
範
や
社
会
的
地
位
は
変
化
し
て
い
き
ま
す。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て

発
達
段
階
を
画
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す。
そ
し
て 、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
段
階
に
お
い
て
主
役
を
演
ず
る
H

活
動u

｜｜
主
導
的
活
動

ーー
を見い
だ
す
こ
とが
で
き
る
の
で
す。
時
代
や
社
会 、
い
わ
ゆ
る
n

文
化M
に
よ
っ
て
相
違
が
あ

る
の
で
す
が 、
現
代
社
会

｜｜資
本
主
義・
社
会
主
義
の
別
を
問
わ
ず
｜｜に

お
け
る
発
達
段
階
と
主
導
的
活
動
の
関
係



の
大
す
じ
は
ほ
ぼ
参
考
表
の
よ
う
に
な
る
と
み
て
よ
い
で
し
ょ
う
（
放
送
大
学
印
刷
教
材
『発
達心
理
学』〉 。

私
は 、
青
年
期
に
お
け
る
主
導
的
活
動
は 、
職
業・
専
門へ
の
希
望
に
も
え
た
真
撃
な
準
備
活
動
で
あ
り 、

親
密
な
個

人
的・
人
格
的
交
流
で
あ
る
べ
き
だ
と
思っ
て
お
り
ま
す。
こ
の
二
つ
の
活
動
は 、
分
離
し
て
あ
る
べ
き
も
の 、
あ
る
は

ず
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。
職
業・
専
門へ
の
準
備
活
動
は 、
親
密
な
個
人
的・
人
格
的
交
流
の
活
動
の
な
か
で
支
え

ら
れ
実
現
さ
れ
て
い
き
ま
す
し 、
後
者
は
前
者
の
な
か
で
実
現
し
て
い
き
ま
す。
そ
れ
は 、
単
な
る
融
合
で
は
な
い
と
思

い
ま
す。

る

参考表 各発達段階における主導的活動
竺竺l

き生第 5 章165 

主 導 的 活 動

お と な と の直接的情動的交流

対象的行為

ご っ こ 遊び 〈役割遊び〉

乳 児 期
幼児前期
幼児後期

習点＂＇寸ー学 童 j閲
青 年 期 親密な個人的 ・ 人格的交流， 職業 ・

専門への準備活動

働労

青
年
期
の 、
あ
る
い
は
青
年
に
とっ
て
の

n
生
き
るu
と
は
ま
さ
に
こ
の
よ

う
な

n
活
動
を
す
るu
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

も
し
も 、
n

第
5
章
生
き
るH
の
本
文
で
述べ
ら
れ
た
こ
と
を
ス
γ
ナ
リ

と
受
け
い
れ
る
青
年
が
い
る
と
す
る
な
ら
｜｜

そ
ん
な
青
年
は
い
な
い
と
い
う

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｜｜ 、

そ
の
青
年
は
ま
さ
に
こ
の
本
文
の
執
筆
者
と
親
密

な
個
人
的・
人
格
的
交
流
｜｜

直
接
的
で
な
く
と
も 、
つ
ま
り
書
面
や
著
作
を

通
じ
て
の

ーー
を
もっ
青
年
で
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
すが 、
こ
の
交
流
は 、

そ
の
青
年
に
とっ
て 、
職
業・
専
門へ
の
準
備
活
動
を
強
化
す
る
機
能
を
も
っ

壮 年 期

も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
す
ま
い 。



1 b6  

固

ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
い
う
麻
薬

つ
ぎ
に
私
がコ
メ
ン
ト
し
た
い
こ
と
は 、
ア
イ
デ
γ
テ
ィ

テ
ィ

と
い
う
言
葉に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
な 、
と
い
う
こ
と
で

す
か
つ
て 、
私
ど
も
が
心
理
学
科
の
学
生
で
あっ
た
こ
ろ 、
日
本
の
心
理
学
界
を
風揮
し
て
い
た
言
葉
は 、
ゲ
シ
ュ
タ
ル

ト 、
強ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト 、

弱
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
と
い
う
言
葉
で
し
た 。
当
時
の
私
ど
も
は
こ
の
言
葉に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て 、

事
態
の
細
部
を
見
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
の
で
す。

あ
る
事
態
に一
つ
の
レ
ッ

テ
ル
を
は
っ
て
し
ま
う
こ
と
で 、
そ
の
事
態
の
すべ
て
を
理
解
し
お
お
せ
た
よ
う
に
私
ど
も

は
思
い
こ
み
が
ち
で
す。
ア
イ
デ
γ
テ
ィ

テ
ィ

と
い
う
言
葉
も
な
に
か
そ
の
よ
う
な
魔
力
を
もっ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は

思
え
る
の
で
す。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

と
い
う
言
葉
よ
り
は 、
む
し
ろ 、
人
格
構
造
と
か
欲
求
構
造 、
認
識
的
構
造
と
い

っ
た
ほ
う
が 、
そ
の
部
分
な
い
し
部
分
構
造
の
探
索
を
う
な
が
す
動
機
を
内
包
す
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

第
5

章
本
文
の
執
筆
者
は 、
信
頼
し
た
友
人
や
お
父
上
の
死
に
道
遇
し
て 、
世
界
を 、
他
者
を 、
そ
し
て
自
分
自
身
を

新
し
い
別
の
観
点
か
ら
見
な
お
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た 。
世
界
や
他
者
に
た
い
し
て
は
よ
り
寛
容
に 、
あ
る
い
は
包
容
的

に 、
自
分
に
た
い
し
て
は
よ
り

厳
し
く
見
す与え
る
「
ア
イ
デ
γ
テ
ィ

テ
ィ」

を
獲
得
し
た
よ
う
で
す 。
天
命
を
知
り

耳
順

う
よ
う
に
なっ
た
の
で
す。
そ
れ
は
新
し
い
自
己
の
発
見
で
も
あ
り 、

新
し
い
世
界 、
新
し
い
他
者
の
発
見
で
も
あっ
た

よ
う
で
す。
彼
の
今
ま
で
の
人
格
構
造
が
ゆ
る
み 、
崩
壊
し 、
新
し
い
構
造
に
転
換
し
た
の
で
す。
そ
の
こ
と
自
体
は
す



ば
ら
し
い
こ
と
で
あっ
た
と
思
い
ま
す。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

の
成
立
を
狭
義
に
解
釈
す
れ
ば 、
青
年
期
に
お
い
て
将
来
の
職
業
を
見い
だ
すこ
と
に
限
定
し
て

よ
い
でし
ょ
う
。

し
か
し 、
幼
稚
園
児
に
は
幼
稚
園
児
の 、
小
学
生
に
は
小
学
生
と
し
て
の 、
中
学
生
に
は
中
学
生
と
し

て
の：：：
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
条
件
に
適
応
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う 。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

獲
得
は一
生
の
経
過
の
な
か
で
何
回
も
く
り

返
さ
れ
る
の
だ
と
い
っ

た
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
が
お
り
ま
す。
つ
ま

り 、
小
学
生
に
は
小
学
生
と
し
て
の 、
中
学
生
に
は
中
学
生
と
し
て
の
人
格
構
造
が
あ
り 、
こ
の
人
格
構
造
を
把
握
す
る

た
め
に
は、
そ
の
段
階
の
彼
ら
の
主
導
的
活
動
の
抽
出
に
ま
で
立
ち
も
どっ
て
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
す
ま
い 。

固

お
わ
り
に

る

私
の
最
も
尊
敬
す
る
梅
津
八
三
先
生
か
ら一
昨
年
三
九八
五
年〉
の
正
月
に
「
刻々
が
命
日
刻
々
が
誕
生
日

つ
ね
に
0
歳」
と
い
う
年
賀
状
を
い
た
だ
き
ま
し
た 。
こ
の
こ
と
ば
は、
ひ
と
つ
に
は
親
驚の
考
え
方
生
き
方
を
言い
え

て
い
る
と
思
い
ま
す。
し
か
し 、
梅
津
先
生
が
こ
の
短
い
言
葉
で
私
に
教
え
諭
さ
れ
よ
う
と
さ
れ
た
こ
と
は、
人
聞
は
死

ぬ
ま
で
常
に
新
し
い
自
己
を 、
他
者
を 、
世
界
を
発
見
し
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い 、
発
達
し
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い 、
停

滞
し
て
は
な
ら
な
い 、
と
い
う
こ
と
に
あっ
た
と
思
い
ま
す。
二
重
の
意
味
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

に
停
滞
し
て
は
な
ら

な
い
の
で
す。
ひ
と
つ
に
は 、
ア
イ
デ
γ
テ
ィ

テ
ィ

概
念
の
束
縛
か
ら
脱
出
す
る
と
い
う
意
味
で 、
ふ
た
つ
に
は
自
分
の

ア
イ
ヂ
ン
ヂ
イ
テ
イ

現
在
の
安
定
し
た
状
態
か
ら
の
飛
躍
と
い
う

意
味
で 。
発
達
と
は
新
し
い
構
造へ
と
飛
躍
す
る
こ
と
で
す 。

行
年

き第 5 章 生1 67 
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と
も
か
く
私
ど
も
は
死
ぬ
ま
で 、
生
産
的
で
創
造
的
な
活
動・
労
働
を
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
若い
人
た
ち
に

わ
かっ
て
も
ら
う
努
力
を
つ
づ
け
ま
し
ょ
う 。

私
ど
も
に
とっ
て
生
き
る
と
は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す。

f、放送大学教授〉



第
6

章

働

く

白

井

利

明

就
職
す
る
こ
と
と
自
立
す
る
こ
と

綴
大
学
生
に
とっ
て
就
職
と
は

コ
γ
パ
に
な
る
と
「
こ
ん
な
大
学
や
め
て
や
る」
と
い
う
男
子
学
生
が
い
る
こ
と
を
耳
に
し
ま
し
た 。
早
速 、
そ
の
学

生
を
呼
ん
で
理
由
を
尋
ね
る
と 、
「
僕
の
ま
わ
り
に 、
他
の
大
学
に
すべ
っ

た
か
ら
仕
方
な
し
に
こ
こ
に
来
た
と
い
う
人

が
い
る
が 、
僕
は
こ
の
大
学
に
来
た
く
て
来
て
い
る
の
で 、
そ
れ
を
き
く
と
腹
が
立つ」
と
い
う
こ
と
で
し
た 。
「
そ
れ

な
ら
何
も
君
が
大
学
を
や
め
る
必
要
は
な
い
で
は
な
い
か」
と
言
う
と 、
「
彼
は
こ
ん
な
大
学
を
出
て
就
職
は
あ
る
の
で

し
よ
う
か」
と
真
面
目
な
顔
を
し
て
聞
き
返
し
て
き
ま
し
た 。
彼
に
よ
れ
ば 、
就
職
は
学
歴
とコ
ネ
に
よっ
て
き
ま
る
が 、

自
分
に
は
そ
の
両
方
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た 。
「
就
職
は
学
歴
で
もコ
ネ
で
も
な
い」
と
い
っ
て
も
彼
は
納
得
せ
ず 、

「
き
れ
い
ご
と
で
は
な
く
本
音
を
教
え
て
ほ
し
い」
の一
点
張
り
で
し
た 。
彼
も
ま
た 、
偏
差
値
や
大
学
の
ラ
ン
ク
と
い

う
も
の
に
よ
っ
て
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
て
い
た
の
で
す。
私
は、
そ
の
話
を
聞
き
な
が
ら
今
の
社
会
で
い
か
に
自
分
を

I� 
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信
じ
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
か
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た 。

あ
る
学
生
の一
人
が 、
「
僕
は
将
来
何
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で 、
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
講
義
に
出
て
資
格
を

た
く
さ
ん
とっ
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す」
と
言い
に
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た 。
彼
は
も
う
大
学
四
年
生
に
なっ
て
い
ま

し
た
か
ら 、
そ
ろ
そ
ろ
自
分の
方
向
を
固
め
た
ら
ど
う
か 、
と
言
い
ま
し
た 。
事
実 、
彼
は
彼
な
り
に
し
た
い
こ
と
が
あ

る
よ
う
で
し
た 。
し
か
し 、
そ
れ
は
で
き
な
い
も
の
と
半
ば
あ
き
ら
め
て
い
た
よ
う
な
感
じ
が
私
に
は
し
ま
し
た 。

モ
ラ
ト
リ
ア
ム
と
い
う
の
は、
経
済
学
で
執
行
猶
予
と
い
う
意
味
で
す
が 、
第
5
章
で
も
述べ
た
よ
う
に 、
心
理
的
な

意
味
で
も
使
わ
れ
ま
す。
短
大
の
二
年
間 、
あ
る
い
は
大
学
の
四
年
間
は
ま
さ
に
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の
時
期
と
い
え
ま
す。

こ
の
時
期
は、
あ
ら
ゆ
る
義
務
か
ら
自
由
に
な
れ
る
時
期
で 、
自
分
の
力
を
鍛
え
た
り 、
確
か
め
た
り

す
る
こ
と
が 、
失

敗
も
含
め
て
許
さ
れ
る
時
期
な
の
で
す。
し
か
し 、
す
で
に
引
用
し
た
学
生
の
発
言
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に 、
今
の
学
生

に
とっ
て
は
な
ん
と
厳
し
く

不
自
由
な
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
な
の
で
し
ょ
う 。

今
の
学
生
生
活
で
は
失
敗
が
許
さ
れ
な
い
の
で

す。
だ
か
ら 、
自
分の
力
を
発
揮
し 、
自
分
を
発
見
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
す。
そ
し
て 、

そ
れ
は、
学
生
時
代
が 、
さ
ま
ざ
ま
な
義
務
か
ら
自
由
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く 、
権
利
か
ら
も
自
由
で
あ
る
と
い
う
事
情

に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。

そ
う
し
て
み
る
と 、
就
職
と
い
う
の
は、
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の
終
わ
り
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
て 、

の
タ
lニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト

（
折
り

返
し
地
点〉
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね Q
就
職
し
て 、
社
会
に
出
て
か
ら
も

う一
度 、
大
学
時
代
にで
き
な
か
っ

た
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。 モ

ラ
ト
リ
ア
ム



171 第 6 章 働 〈
表、！［－ 1 結婚後 の女性 の就業について

家と庭に専を
よ

守念し 、す
る こ I 子る どでも働ができる ま く ののが がよ い

女子学生 短大生 28. 4 %  52. 2 

大学生 14. 3 38. 5 

女子有職者 高 卒 18. 7 54. 8 

短大卒 21. 1 48. 5 

大 卒 14. 3 38. 5 

男 子 未 婚 29. 0 48. 9 

既 婚 37. 3 40. 7 

子て ども働も
をく のもがっ 計

よ L 、 〈人数〉

19. 4 67 

46. 2  91 

26. 3  598 
30. 1 266 

47. 3 91 

20. 9 1241 

20. 5 268 

注〉 「結帰 し た女性が職業を持ち続け る と と に ついて． あ な た は ど の よ う にお考えですか」 の

聞い に． 上記の三つの選択肢のな かから選ぶ よ う 求め られた． な お． 調�対象は＇ 1985年10
月 1 日 現在＇ 19歳か ら28.ll! ま での全国の男女で あ る ．

資 料 ） 総務庁青 少年対策部 『現代青年の生活 と 価値観!J 1986年．

表、！［－ 2 自分の人生への願いについて

女子学生 短大生
大学生

女子有験者 高 卒
短大卒
大 卒

専業主婦 高 卒
短大卒
ホ 卒

全 体 男 子
女 子

生
仕
きが

事
L 、 と なる を したし 、
85. 0 %  

85. 7 

71. 6 
78. 5 

91. 2 

60. 0 
64. 1 

78. 5 

87. 3 
74. 2 

をで
自分

あも
の
っり

生
た
た女

い
き方性

16. 4 

39. 6 
14. 7 

18. 4 

40. 7 

8. 4 

16. 7 

28. 6 

15. 0 
19. 3 

自分 ら しい生
き方を したい

．． ．．．． 
．．．．．． 
日－．．．
．． ．．．． 
・－－ －－－
86. 8 

91. 0 

100. 0 

93. 3 
92. 8 

計
〈人数〕

67 

91 

598 

266 

91 

190 

78 

28 

1513 
1772 

注〉 「生 き がい と な る 仕事を し た い」 「 自 分 ら L い生 き方 を し たい」 と い う のは． 「そ う 思 う 』

「ややそ う 思 う 」 者 の合計で あ る ． ま た． 「 自 分 の 生 き 方 を も っ た女性であ り たい」 と い う の

は． 「結婚相手に と q て どんな女性であ り たいか」 （男性には 「結僑相手 と し て E の よ う な女

性 が よ いか」〉 と い う 問いにたいす る 選択肢 「1. かわい く て． 夫に甘え る 女性＇ 2. 乙 ま ご ま

と 世話を し て 〈 れ る 女性＇ 8. 夫に額 ら ず． 自 分 の 生 き 方 を も 9 て い る 女性」 の 5 ち 3. を選

んだ者の割合であ る ．
資料〉 表14- 1 と 同 じ．
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就
職
は、
親
と
の
関
係
の
再
考
を
迫
ら
れ
る
機
会
で
も
あ
り
ま
す。
「
お
に
い
ち
や
ん
だ
か
ら
お
に
い
ち
ゃ
ん
ら
し
く」

と
小
さ
い
時
か
ら
し
つ
け
ら
れ 、
「
お
前
は
跡
取
り
だ
か
ら
ね」
と
い
う
親
の
期
待
に
も
こ
た
え
る
形
で
こ
こ
ま
で
き
た

も
の
の 、
就
職
を
考
え
る
に
あ
たっ
て 、
「
こ
の
ま
ま
大
人
に
なっ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か」
「い
っ

た
い
誰
の
人
生
だ
ろ
う

か」
と
い
う
気
持
ち
が
わ
い
て
き
て
お
さ
え
ら
れ
な
く
なっ
た
り
し
ま
す。
あ
る
い
は、
女
性
で
自
分
は一
生
働
き
た
い

の
に 、
親
か
ら
の
反
対
に
あ
う
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う 。

就
職
は 、
結
婚
と
な
ら
ん
で 、
親
か
ら
心
理
的
に
離れ
て
自
立
し
て
い
く

青
年
期
最
後の
チ
ャ
γ
ス
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。

親
と
お
お
い
に
議
論
す
る
な
か
で 、
自
ら
の
目
標
と
そ
の
み
と
お
し
は
鍛
え
ら
れ
よ
り
明
確
に
なっ
て
い
く
で
し
ょ
う
し 、

親
も
わ
が
子
の
成
長
に
た
の
も
し
さ
を
感
じ 、
子
離
れ
を
す
る
決
意
を
固
め
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。

綴
女
性
に
とっ
て
就
職
と
は

短
大
や
大
学
を
出
て
働
く
と
い
う
の
は、
女
性
に
とっ
て
ご
く一

般
的
と
い
え
る
で
し
ょ
う 。
し
か
し 、
結
婚
後
も
職

業
を
持
ち
続
け
る
か
ど
う
か
は
さ
ま
ざ
ま
で
す。
表
Ml1
は、
結
婚
後
の
女
性
の
就
労
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
か
を
示
し
た
も
の
で
す。
こ
れ
を
み
る
と 、
全
体
と
し
て
「
子
ど
も
が
で
き
る
ま
で
働
く
の
が
よ
い」
と
い
う
意
見

が
最
も
多
く

選
ば
れ
て
い
ま
す。
最
近
の
傾
向
と
し
て
も 、
増
え
る
傾
向
が
あ
り
ま
す。
た
だ
し 、
大
学
生
や
大
卒
有
職

者
で
は
「
子
ど
も
を
もっ
て
も
働
く
の
が
よ
い」
と
い
う
意
見
が
目
に
つ
き
ま
す。
一
方 、
男
性
で
は、
既
婚
者
で
「
家

庭
を
守
る
こ
と
に
専
念
す
る
の
が
よ
い」
と
い
う
意
見
が
多い
の
で
す。



ま
た 、
「
せ
っ

か
く

短
大
に
ま
で
き
た
の
だ
か
ら
低
い
と
こ
ろ
に
は
就
職
で
き
な
い」
「
安
売
り
は
し
た
く
な
い」
と
い

う
声
を
聞
き
ま
す。
そ
し
て 、
彼
女
た
ち
の
希
望
す
る
の
は
有
名
企
業
で
す。
職
場
で
い
い
男
性
を
み
つ
け
て 、二 、

三

年
で
結
婚 、
退
社
と
い
う
場
合
も
少
な
く
な
い
そ
う
で
す。
企
業
の
方
も 、
そ
れ
を
見
込
ん
で
採
用
し
て
い
る
と
い
う
話

も
あ
り
ま
す。
「
幸
せ
な
結
婚
を
し
て 、
特
に
満
足
で
は
な
い
が
不
満
で
も
な
い
生
活
が
お
く
れ
る
の
な
ら 、
何
も
好
き

好
んで
結
婚
後
も
働
く
こ
と
は
な
い」
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す。
し
か
し 、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は、
働
き

始
め
た
人
で
「
子
ど
も
を
もっ
て
も
働
く
の
が
よ
い」
と
い
う
怠
見
が
増
え
て
い
る
こ
と
で
す。
た
と
え 、
一
時
で
あっ

て
も 、
就
業
は
彼
女
た
ち
の
視
野
を
ひ
ろ
げ 、
自
立
の
厳
し
さ
と
喜
び
を
教
え
る
の
で
す。

あ
る
女
子
学
生
に 、
「
就
職
は
ど
う

す
る
の
？」
と
聞い
て
み
ま
し
た 。
彼
女
は、
「
結
婚
し
た
ら
仕
事
は
や
め
ま
す。

やっ
ぱ
り 、
私 、
器
用
じ
ゃ
な
い
か
ら
二
つ
の
こ
と
を
同
時
に
で
き
な
い
と
思
う
ん
で
す。
そ
れ
に 、
子
ど
も
が
小
さ
い

時
に
は、
母
親
が
そ
ば
に
い
た
ほ
う
が
い
い
と
思
う
の
で」
と
言
う
の
で 、
「
そ
れ
な
ら
子
ど
も
が
大
き
く
なっ
て 、
手

〈

が
離
れ
た
ら
ど
う

す
る
の
？」
と
聞
き
ま
し
た
ら 、
し
ば
ら
く
聞
が
あっ
て
「
子
ど
も
が
大
き
く
なっ
て
も
家
に
い
る
と

思
い
ま
す 。
子
ど
も
が
家
に
帰っ
て
来
た
時
に
淋
し
い
思
い
を
さ
せ
た
く
な
い
か
ら：：：」
と
答
え
ま
し
た 。
私
は、
さ

第 6 章 働

ら
に
「
自
分
の
人
生
で
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
み
た
い
と
か
い
う

夢
は
な
い
の
？」
と
聞
き
ま
す
と 、
彼
女
の
顔
が
急
に
輝

い
て 、
「
私 、
ス
タ
イ
リ
ス
ト

に
な
り
た
い
ん
で
す。
無
理
だ
と
は
思
う
け
ど 、
小
さ
い
時
か
ら
憧
れ
て
い
た
ん
で
す」

と
い
う
の
で 、
「
そ
れ
で
も 、
結
婚
し
た
ら
や
め
る
の
？」
と
聞
く
と 、
「
は
い 。
だっ
て 、
結
婚
し
て
子
ど
も
を
産
む
と
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体
の
線
だっ
て
く

ず
れ
る
で
し
ょ
う
？
そ
れ
に 、
仕
事
が
不
規
則
な
の
で
結
婚
生
活
と
両
立
し
な
い
と
思
う
ん
で
す」
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と 、
彼
女
は
明
る
く

言
い
ま
し
た 。

私
は 、
彼
女
の
話
を
聞
き
な
が
ら 、
「
子
ど
も
の
時
は
親
に
従
い 、
結
婚
し
て
は
夫
に
従
い 、
老
い
て
は
子
に
従
う」

と
い
う
背
な
が
ら
の
良
妻
賢
母
型
の
生
き
方
を
思
い
浮
かべ
て
い
ま
し
た 。
と
同
時
に 、
そ
う
し
た
良
妻
賢
母
型
の
生
き

方
に
お
さ
ま
ら
な
い
彼
女
の
願
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
に
も
気
が
つ
か
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た 。
表

wl
2
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に 、
専
業
主
婦
で
も
「
生
き
が
い
と
な
る
仕
事
を
し
た
い」
と
い
う
人
は
多い
の
で
す。

ま
た 、
当
然
の
こ
と
な
が
ら 、
「
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
し
た
い」
と
思っ
て
い
る
の
で
す。

し
か
し 、
男
性
に
依
存
す
る
生
活
に
ドッ
プ
リ

つ
かっ
て
い
る
う
ち
に 、
「
もっ
と
働
き
が
い
の
あ
る
仕
事
は
な
い
か

し
ら」
「こ
ど
も
が
私
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら」
と
逃
げ
道
を
つ
くっ
て
ば
か
り
い
た
り 、
趣
味
が
実
益
に
結
び
つ
く

こ
と
を
夢
に
見
な
が
ら 、
い
ざ
と
な
る
と一
歩
が
ふ
み
だ
せ
な
い
ま
ま
に
過
ご
す
と
い
う
場
合
も
少
な
く
な
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か 。

し
か
し 、
こ
れ
も 、
「
安
定
し
た
主
婦
業」
が
営
め
る
場
合
の
話
で
す。
い
み
じ
く
も 、
あ
る
女
子
学
生
が
い
う
よ
う

に 、
「
た
ま
の
こ
し
と
結
婚
で
き
れ
ば
家
事
も
育
児
も
しっ
か
り
やっ
て
相
手
に
尽
く

す。
そ
し
て 、
暇
な
と
き
に
自
分

の
好
き
な
こ
と
を
し
た
い 。
し
か
し 、
そ
う
で
な
い
の
な
ら 、
サ
ッ

サ
と
自
分
で
職
を
見つ
け
て
働い
て
自
分の
好
き
な

こ
と
を
す
る 。
そ
の
場
合
に
は 、
相
手
の
ど
う
の
こ
う
の
と
い
う

す
じ
あ
い
で
は
な
い」
と
い
う

揺
れ
を
含
ん
で
い
る
の

で
す。い

ず
れ
に
せ
よ 、
人
間
に
とっ
て
働
く
と
は 、
他
者
に
依
存
し
た
ま
ま
の
生
活
を
断
ち
切っ
て 、
自
ら
の
人
生
を
自
ら



の
手
で
切
り
拓
い
て
い
く
こ
と
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う 。

働
く
こ
と
と
生
き
る
こ
と

援「
就
職
難」
の
時
代

今
は
確
か
に
就
職
難
の
時
代
で
あ
る
と
い
え
ま
す。
一
九
八
七
年
五
月
の
完
全
失
業
率
は
三・
二
%
で一
九
五
三
年の

調
査
開
始
以
来
最
悪
の
記
録
と
な
り
ま
し
た 。
そ
の
な
か
で
も 、
特
に 、
青
年
層
（一
五
よ
両
歳〉
の
失
業
率
が
高
く 、

五・
八
%
（
男
子
五・
八 、
女
子
五・
六〉
と
い
う
ひ
ど
い
も
の
で
し
た 。
そ
の
た
め 、
新
規
学
卒
者
の
求
人
状
況
ハ
企

〈

一
九
八
六
年
は
前
年
度
比
が
大
卒
予
定
者
で一
六・
一
% 、
短
大
卒
予
定
者

で一
三・
五
%
の
伸び
だ
っ

た
の
が 、
一
九
八
七
年
で
は、
そ
れ
ぞ
れ
九・
一
% 、
三・
二
%
の
伸
び
に
落
ち
込
み
ま
し

た 。
特
に 、
短
大
卒
予
定
者
の
事
務
系
の
採
用
が
減
少
し 、
円
高
不
況
の
影
響
が
求
人
状
況
の
悪
化
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て

き
て
い
ま
す
Q
就
職の
基
礎
知
識・
昭
和六
三
年
版』
ダ
イヤモ
ン
ド

社 、

業
の
採
用
計
画）
の
伸
び
も
鈍
り
ま
し
た 。

一
九
八
七
年） 。
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こ
れ
は、
企
業
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。
た
と
え
ば 、
教
師
も
た
い
へ
ん
な
狭
き
門
に
なっ
て
い
ま
す。
大
阪
教
育
大

学
の一
九
八
七
年
三
月
の
卒
業
生
九
四
八
人
の
う
ち 、
各
府
県
教
委
に
正
規
の
教
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
は
三
四一
人

で
三
六
%
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た 。
そ
の
う
え 、
一
九
八
八
年
度
の
教
員
採
用
予
定
数
は
大
阪
府・
市
あ
わ
せ
て
三
O
O

人
と
さ
ら
に
半
減
す
る
と
い
う

厳
し
い
内
容
に
なっ
て
い
ま
す。
全
国
の
教
育
系
学
生
の
平
均
は
五
O
%
で
す
か
ら 、二
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人
に一
人
し
か
教
師
に
な
れ
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す。

す
で
に 、
経
済
企
画
庁
調
整
局
は 、
完
全
失
業
率
が
「
い
つ
三
%
台
に
乗っ
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
に
あっ
た 。
高

失
業
率の
背
景
に
は 、
円
高
不
況
の
ほ
か 、
企
業
の
海
外
進
出
な
ど
産
業
の
空
洞
化
や
労
働
者
の
高
齢
化
な
ど 、
さ
ま
ざ

ま
な
要
因
が
あ
り 、
当
面
は
好転
の
材
料
は
見
当
た
ら
な
い」
とコ
メ
シ
ト
し
て
い
ま
し
た
ハ『
朝日
新聞』
一
九八
七
年三

月三
日
夕
刊） 。

で
す
か
ら 、
就
職
難
は一
時
的
な
も
の
で
は
な
く 、
日
本
経
済
そ
の
も
の
の
構
造
的
な
「
危
機」
に
よ
っ
て
産
み
出
さ

れ
た
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う 。
円
高
不
況
と
い
わ
れ
る
な
か
で 、
さ
ら
に
国
民
に
し
わ
ょ
せ
す
る
か
た
ち
で
企
業
が
高

利
潤
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
な
か
で 、
作
ら
れ
た
就
職
難
で
も
あ
る
の
で
す。

綴
権
利
と
し
て
の
男
女
平
等

女
性
の
就
職
は
狭
き
門
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が 、
一
九
八
六
年
四
月
よ
り
「
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機

会
及
び
待
遇
の
確
保
等
女
子
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
法
律」
（
以
下 、
略して
「
均
等
法」
と
呼ぶ）
が
施
行
さ
れ 、

男
女
平
等
の
道
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た 。
こ
の
法
律
は
男
女
の
差
別
的
待
遇
の
撤
廃
と 、
結
婚
や
出
産
な
ど
で
退
職
し
た
女

性
の
再
雇
用
の
保
障
が
セ
ー

ル
ス
ポ
イ
γ
ト

に
なっ
て
い
ま
し
た 。
そ
し
て 、
こ
の
法
律
の
施
行
後 、
求
人
で
「
男
女
不

問」
と
す
る
企
業
が
三
六
%
か
ら
七
九
%
に
増
え
た
り
し
ま
し
た 。

と
こ
ろ
が 、
実
際
に
ふ
た
を
あ
け
て
み
る
と 、
昇
進
も
あ
り

研
修
も
受
け
ら
れ
る
総
合
職
と 、
補
助
的
な
仕
事
し
か
与



え
ら
れ
な
い一
般
職
と
の
二
本
立
て
と
い
うコ
l

ス
別
人
事
制
度
を
採
用
す
る
企
業
が
増
え 、
そ
の
上 、
総
合
職
と
し
て

採
用
さ
れ
た
女
性
は
ご
く
わ
ず
か
な
も
の
で
し
た 。
し
か
も 、
女
性
が
ーー

も
ち
ろ
ん
男
性
も
｜｜

自
分
の
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
に
あ
わ
せ
て
選べ
る
と
い
う
も
の
の 、
男
性
が一
般
職
を
希
望
す
る
と
「
そ
れ
は
女
性
の
た
め
の
も
の
だ
か
ら」
と

説
得
さ
れ 、
女
性
が
総
合
職
を
希
望
す
る
と
「
こ
の
コ
l

ス
を
選
ぶ
ん
だ
っ
た
ら
結
婚
は
あ
き
ら
め
て
も
ら
い
ま
す
よ」

「
全
国
名
地
に
転
勤
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
い
い
ん
で
す
ね」
「
梅
外へ
の
転
勤
も
あ
り
ま
す
よ」
と
い
っ
て
脅
か

さ
れ
て
断
念
す
る
と
い
う
話
ま
で
あ
り
ま
す。
コ
ー

ス
別
人
事
制
度
は、
従
来
の
男
女
同一
の
賃
金
体
系
制
度
そ
の
も
の

を
崩
し
て
い
っ

そ
う
の
賃
金
格
差
を
生
み
出
す
と
と
も
に 、
男
性
は
総
合
職
と
い
う
こ
と
で
会
社
の
意
の
ま
ま
に
転
勤
さ

せ
ら
れ
る
可
能
性
も
で
て
き
ま
し
た 。
ち
な
み
に 、
住
友
銀
行
の
「
新
人
事
制
度」
に
よ
る
男
女
別
の
構
成
は 、
総
合
職

で
男
子
八
九
五
O
人
に
た
い
し
て
女
子
五
O
人 、
一
般
職
で
は 、
男
子
四
O
人に
た
い
し
て
女
子
三
九
六
O
人
で
し
た

（『
銀
行
新
報』
一
九
八
六
年
七
月一一一
目 、
本
多
淳
売
監
修
『コ
l

ス
別
管
理
と
の
た
た
かい』
学
習
の
友
社 、一
九
八
七
年、
七一
ペ
1

Jj〉 。

〈第 6 章 働

も
ち
ろ
ん 、
狭
き
門
と
は
い
う
も
の
の
不
可
能
な
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。
総
合
職
と一
般
職
の
最
も
大
き
な
違い
は
遠

隔
地へ
の
転
勤
の
有
無
に
あ
り
ま
す
が 、
弁
護
士
の
寺
沢
勝
子
氏
は 、
次
の
よ
う
に
ア
ドバ

イ
ス
し
て
い
ま
す
（
本
多
淳

亮
監
修・
前
掲
書よ
り） 。
ま
ず 、
面
接
で
「
海
外へ
の
転
勤
も
で
き
ま
す
か」
と
聞
か
れ
た
時
の
答
え
方
で
す
が 、
結
婚
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し
て
子
ど
も
が
で
き
た
ら
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も 、
独
身
の
う
ち
は
海
外
転
勤
し
て
も
い
い
と
い
う
場
合
に
は 、
「
海
外

転
勤
も
し
て
み
た
い
で
す」
と
答
え
る
の
が
よ
い
で
しょ
う 。
い
ず
れ
に
せ
よ 、
将
来 、
海
外
を
含
む
転
勤
の
可
能
性
が
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あ
る
か
ら
と
い
っ
て
女
性
を
総
合
職
に
し
な
い
と
い
う
の
は、
「
均
等
法」
に
反
す
る
も
の
で
す。

世
界
の
流
れ
も
日
本
の
流
れ
も 、
男
女
平
等
の
方
向
に
大
き
く
動
い
て
い
ま
すo

n
狭
き
門H
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い

く
な
か
で 、
事
態
を
改
善
す
る
可
能
性
や
仲
間
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
しょ
う
か 。

務
職
業
と
生
活
の
両
立
に
つ
い
て

女
性
が
職
業
を
もっ
と
い
う
時 、
今
の
社
会
で
は、
家
事
や
育
児 、
老
人
介
護
や
地
域
活
動
な
ど
と
ど
う
両
立
さ
せ
る

か 、
と
い
う
問
題
に
直
面
し
ま
す 。
妊
娠
や
出
産
な
ど
女
性
で
あ
る
が
ゆ
え
に
必
然
的
に
直
面
す
る
問
題
と 、
男
女
が
協

力
し
て
取
り

組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
女
性
が一
方
的
に
期
待
さ
れ
る
問
題
と
の
二
つ
を
区
別
し
て
お
くこ
と
は
重

要
で
し
ょ
う 。

さ
て 、
職
業
と
生
活
の
両
立
の
さ
せ
方
の一
つ
は、
出
産・
育
児
時
に
い
っ

た
ん
仕
事
を
や
め
て 、
子
ど
も
の
手
が
離

れ
た
ら
再
就
職
す
る
と
い
う
も
の
で
す。
「
均
等
法」
の
狙
い
も
こ
こ
に
あっ
た
わ
け
で
す。
し
か
し 、
再
雇
用
制
度
と

い
っ
て
も 、
現
実
に
は、
厳
し
い
枠
が
は
め
ら
れ
て
い
て
誰
で
も
再
雇
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く 、
正
規
社
員
と
し
て
再

雇
用
さ
れ
る
の
は
ご
く
少
数
の
人
に
す
ぎ
ま
せ
ん 。
ま
た 、
「
好
き
な
時
に
好
き
な
だ
け
働
け
る」
と
い
うフ
リ
l

ア
ル

パ
イ
タ
1

や
派
遣
労
働
者
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
が 、
高
い
専
門
性
を
持っ
て
い
る
人
以
外
は
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
よ
う
で
す。

そ
こ
で 、
第
二に 、
家
族
で
家
事
を
分
担
す
る
と
い
う
方
法
が
あ
り
ま
す。
三
世
代
家
族
で
両
親
同
居
の
場
合
に
は 、



両
親
に
面
倒
を
み
て
も
ら
う
こ
とが
で
き
ま
す。
し
か
し 、
夫
の
協
力
と
な
る
と
難
し
い
の
が
現
実
で
し
ょ
う 。
そ
れ
は

根
強い
伝
統
的
性
役
割
意
識
だ
け
で
な
く 、
男
性
に
た
い
す
る
長
時
間
労
働
の
問
題
も
あ
る
か
ら
で
す。

そ
こ
で 、
第
三に 、
労
働
時
間
の
短
縮
や
保
育
な
ど
の
公
的
扶
助
制
度
の
拡
充 、
男
女
両
性
の
育
児
休
暇
の
保
障
な
ど

の
法
的・
社
会
的
整
備
を
す
す
め
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
なっ
て
い
ま
す。

職
業
と
生
活
の
両
立
と
い
う
こ
と
で
の
女
性
の
悩
み
に 、
「
家
事
の
手
抜
き
を
し
て
い
い
の
か」
「
母
親
が
子
ど
も
の
面

倒
を
み
な
い
で
働
く
の
は
自
分
勝
手
す
ぎ
な
い
か」
と
い
う
罪
悪
感
や
不
安
感
が
あ
り
ま
す 。
心
理
学
的
に
は 、
完
全
主

義
的
傾
向
の
あ
る
人
に
こ
う
し
た
悩
み
は
多い
の
で
す
が 、
問
題
は 、
社
会
の
側
が
こ
の
よ
う
な
女
性
労
働
に
た
い
し
て

必
ず
し
も
支
持
的
で
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す。
女
性 、が
働
く
と
い
う
当
然
の
権
利 、
男
性
も
自
分
の
生
活
を
た
い
せ

つ
に
す
る
と
い
う
権
利 、
こ
れ
ら
の
権
利
を
実
現
す
る
た
め
の
法
的
な
措
置
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
思
わ
れ
ま
す。

く

人
間
ら
し
く
働
く
権
利

第 6 章 働

務
職
場
の
不
満
を
ど
う
す
る
か

日
本
の
働
く
青
年
は 、
世
界
で
も
最
も
職
場へ
の
不
満
が
高
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
〈『世
界
青
年
意
識
調
査
（
第一一一
回）

細
分
析報
告
書己
総
理
府
青
少
年
対
策
本
理 。
そ
の一
方
で 、
日
本
は
ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど
の
労
働
争
議
が
際
立っ
て
少
ない

179 

の
が
特
徴
で
す。
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表
wl3
は、
「
か
り
に
あ
な
た
が 、
新
し
く
で
き
た
会
社
に
雇
わ
れ
た
と
し
ま
す。
し
ば
ら
く
し
て
か
ら 、
雇
わ
れ
た

人
々
の
間
で 、
給
料
と
か
働
く
時
間
な
ど
の
労
働
条
件
に
つ
い
て 、
強
い
不
満
が
起
き
た
と
し
た
ら 、
あ
な
た
は
ど
う
な

さ
い
ま
す
か 。
リ
ス
ト

の
中
か
ら
選
ん
で
く
だ
さ
い」
の
問
い
に
た
い
す
る
回
答
を
示
し
た
も
の
で
す。
表
W13
を
み

る
と 、
「
で
き
た
ば
か
り
の
会
社
で 、
労
働
条
件
は
し
だ
い
に
よ
く
なっ
て
い
く
と
思
う
か
ら 、
し
ば
ら
く

事
態
を
見
守

る」
と
い
う
「
静
観」
が
最
も
多
く 、
ま
た
増
え
てい
ま
す。
そ
の一
方
で 、
「
み
ん
な
で
労
働
組
合
を
つ
く
り 、
労
働

条
件
が
よ
く
な
る
よ
う
に
活
動
す
る」
と
い
う
「
活
動」
が
減
少
し
て
い
ま
す。

こ
う
し
た
意
識
の
変
化
は、
自
律
的
な
職
場
集
団
の
解
体
と
労
働
者
間
競
争
の
激
化
に
よ
り 、

働
く
者
ど
う
し
がバ
ラ

バ
ラ
に
な
り 、

孤
立
し
た
結
果
で
も
あ
り
ま
す。
自
律
的
な
職
場
集
団
と
は、
た
と
え
て
い
う
と
反
骨
精
神
旺
盛
な
職
人

気
質
の
人
た
ちの
集
ま
り
で 、
そ
の
棟
梁
が
会
社
の
役
員
と
仕
事
の
こ
と
で
や
り
あ
う
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
す。
今
日

で
は、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
棟
梁
が
い
な
く
な
り
ま
し
た 。
職
場
で
の
作
業
を
統
括
す
る
リ
ー
ダ
ー

は、
企
業
の
末
端

に
位
置
し一
定
の
人
事
権
を
持つ
中
間
管
理
職
で
あ
り 、
ま
た 、
企
業
別
組
合
の
役
員
と
し
て
労
働
者
の
不
満
を
吸
い
上

げ
る
役
目
も
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
多い
の
で
す。
こ
う
し
て 、
労
働
と
生
産
の
論
理
よ
り
も
企
業
の
利
潤
追
求
の
論
理

が
優
先
し 、
職
場
は、
業
績
競
争・
忠
誠
競
争
の
修
羅
場
と
なっ
て
い
る
の
で
す。
し
か
も 、
そ
の
競
争
は、
「
出
世
し

て
偉
く
な
り
た
い」
と
い
う
出
世
意
識
に
よ
る
よ
り
も 、
「
同
期
生
に
遅
れ
た
く
な
い」
と
い
う
「
平
等」意
識
や 、
「
職

場
に
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い」
と
い
う
「
同
調」
意
識
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
方
が
多い
の
で
は
な
い
で
し

工
う
か 。
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表、［ － 3 職場 の不満 の解決法 （単位 ： %）

1973 1978 1983 

でき たばか り の会社で， 労 動条件は しだいに よ く な I 31. 2 < 41. 6 く 47. 6

っ てい く と思 う か ら ， しばら く 事態を見守る ．
〈静観〕

上役に頼んで， みんなの労働条件が よ く な る よ う に， I 23. 6 > 21. 6 22. 4 

取 り はか ら っ て も ら う . （｛／�.煩〉
みんなで労働組合をつ く り ， 労働条件が よ く な る よ I 31 .  s 30. 1 > 2s. 1 

う に， 活動する ． （活動〉
その他 I 0. 1 0. 1 o. 2 

わか らない， 無回答 I 7. 7 s. 9 4. 6 

注〉 「 か り に あ な た が， 新 し 〈 で き た 会社に麗われた と し ま ナ． し ば ら 〈 し て か ら ． 届われた

人 々 の聞で， 給料 と か働 く 時間な ど の労働条件について． 強い不満が起 き た と し た ら ． あ な

た は ど う な さ い ま すか． リ 見 ト の 中 か ら選んで く だ さ い」 の 問 い に ． 全 国 の 16歳以上の 男女

に個人面接法に よ り 調査 し た も の．

資掛〉 N H K世論調査部 〈縞〉 『現代 日 本式 の意識構造 第 2 版』 日 本放送出版協会. 1985年．

表＼［－ 4 権利について の知識

思 っ てい る こ と を世間に発表する＊
税金を納め る
目 上の人に従 う
道路の右側を歩 く
人間 ら しい暮 しをす る＊
労働組合をつ く る＊
わか らない， 無回答

（単位 ： % 〉

\ 1973 1978 1蜘

49. 4 > 45. 8 44. 0 

33. 9 35. 5 < 39. 8 

5. 6 5. 7 < 8. 3 

19. 9 19. 3 18. 8 

69. 6 69. 6 < 77. 2 

39. 4 > 36. 0 > 28. 9 

7. 8 7. 0 > 4. 3 

注〉 「 リ ；；＜. ト に は ． い ろ い ろ な こ と が ら が並ん で い ま すが. c. の な かで憲法に よ っ て， 畿務で

は な く 国民の権利 と き め られてい る の は どれだ と 思い ま すか． い く つ で も あげて く だ さ い」
の 問 いに よ る ． なお， ＊ 印が正答で． 上か ら順に 「表現 の 自 由 」 「生存緬」 「団結措」 で あ る ．

資料〉 表vc- 3 と 同 じ．
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磁
権
利
の
知
識
が
乏
し
く
なっ
て
い
る

ま
た 、
「
団
結
権」
そ
の
も
の
を
知
ら
な
い
人
が
増
え
て
い
る
と
もい
わ
れ
て
い
ま
す。
日
本
国
憲
法
の
第
二
十
八
条

で
「
勤
労
者
の
団
結
す
る
権
利
及
び
団
体
交
渉 、
そ
の
他
の
団
体
行
動
を
す
る
権
利
は 、
こ
れ
を
保
障
す
る」
と
う
た
わ

れ 、
労
働
組
合
法
第一
条
で 、
労
働
組
合
をつ
く
る
こ
と
は
「
労
働
者
が
使
用
者
と
の
交
渉
に
お
い
て
対
等
の
立
場
に
た

つ
こ
と
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
の
地
位
を
向
上
さ
せ
る」
た
め
の
当
然
の
権
利
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す。

と
こ
ろ
が 、
表
Ml
4
を
み
る
と 、
「
労
働
組
合
を
つ
く
る」
が
国
民
の
権
利
で
あ
る
と
正
し
く
答
え
ら
れ
る
人
が
年
を

おっ
て
減
少
し
て
い
ま
す。
特
に
大
学
生
で
は 、
こ
の一
0
年
間
に
六
四
%
か
ら
四
五
%へ
と
著
し
く

減
少し
て
い
ま
す。

憲
法
に
よっ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
基
本
的
人
権
さ
え
知
ら
な
い
と
い
う
状
況
は 、
一
定
の
政
策
に
よ
る
も
の
で
あ
る
に

せ
よ 、
権
利
と
い
う
言
葉
の
響
き
を
あ
ま
り
よ
し
と
し
な
い
雰
囲
気
が
っ
く
り
だ
さ
れ
て
き
た
結
果
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。

そ
れ
で
も 、
「
人
間
ら
し
い
暮
し
を
す
る」
の
項
目
の
肯
定
が一
九
八
三
年
に
なっ
て
増
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な

い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん 。

協
競
争
か
ら
協
同へ

あ
る
自
動
車
工
場
で
は 、
朝
夕 、
門
の
と
こ
ろ
で
「
道
路
は
譲
り
合っ
て
安
全
運
転
を」
と
い
う
次
の
よ
う
な
た
と
え

話
が
ス
ピ
ー
カ
ー

で
流
さ
れ
ま
す。
昔 、
谷
に一
本
の
丸
太
が
か
か
っ
て
お
り
ま
し
た 。
二
匹
の
鹿
が
反
対
方
向
に
行こ

う
’と
し
て
い
ま
し
た 。
二
匹
は 、
自
分
が
先
に
行
く
こ
と
ば
か
り
を
考
え
て
お
互
い
に
譲
り
合
わ
な
かっ
た
た
め
に 、
二



匹
と
も
谷の
な
か
に
落
ち
て
し
ま
い
ま
し
た 。
だ
か
ら 、
自
分
の
権
利
ば
か
り

主
張
す
る
の
で
は
な
く 、
お
互
い
に
譲
り

合
い
ま
し
ょ
う 、
と
い
う
の
が
そ
の
話
の
内
容
で
し
た 。
交
通
安
全
の
注
意
を
喚
起
し
な
が
ら 、
そ
の一
方
で
労
働
組
合

対
策
で
あ
る
こ
と
も
明
白
で
し
ょ
う 。
「
権
利
ば
か
り

主
張
し
て
い
た
ら 、
会
社
も
労
働
者
も
谷
に
落
ち
る
ぞ」
と
い
う

こ
と
な
の
で
す。

し
か
し 、
こ
の
た
と
え
話
に
含
ま
れ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
見
抜
く
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。
「
二
匹
の

鹿」
の
話
は 、
対
等・
平
等
の
関
係
に
お
け
る
モ
ラ
ル
で
あっ
て 、
そ
れ
が
あ
た
か
も
弱
者
と
強
者
と
の
あ
い
だ
に
も
あ

て
は
ま
る
か
の
よ
う
に
い
う
｜｜こ

れ
が 、
そ
の
秘
密
で
す。
「
譲
り
合
い」
を
強
者
が
主
張
す
る
時 、
そ
れ
は
弱
者
の

一
方
的
な
譲
歩
を
求
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん 。
そ
し
て 、
労
働
者
間
の
競
争
は 、
こ
の
「
譲
り
合
い」
の
競
争
な

く

の
で
あ
り 、
労
働
者
自
ら
を
安
売
り

す
る
と
い
う

値
切
り
競
争
な
の
で
す。

む
し
ろ 、
「
二
匹
の
鹿」
の
話
は 、
労
働
者
間
の
競
争へ
の
戒
め
と
考
え
るべ
き
で
し
ょ
う 。
労
働
者
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
モ
ラ
ル
が
あ
り
ま
す
が 、
熊
沢
誠
氏
は 、
労
働
社
会
の
自
治
的
な
ル
l

ル
と
し
て 、
次の
六
つ
の
項
目
を
あ
げて
い
ま

第 6 章 働

す
(3) (2) (1) 

み
ん
な一
人
前
に
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
ろ
う 。

誰
か
が
いつ
も
得
な
仕
事
に 、別
の
誰
か
が
い
つ
も
損
な
仕
事
に
つ
い
て
い
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
よ
う 。

仲
間
に
迷
惑
を
か
け
な
い
た
め
に
働
き
す
ぎ
な
い
よ
う
にし
よ
う
。

し
か
し
同
じ

理
由
か
ら 、
怠
け
す
ぎ
な
い
よ

ι 183 

う
に
も
し
よ
う 。
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(6) (5) (4) 

賃
金
を
標
準
化
し
よ
う 。
収
入
の
格
差
が
大
き
く
な
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う 。

と
く
に
困
窮
し
た
仲
間
を
助
け
合
う

仕
組
み
を
つ
く
ろ
う 。

決
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
破
り
を
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う 。

ハ
熊
沢
誠
『
ノ
ン
エ
リ
ー
ト
の
自
立』
有
斐
閣 、
一
九
八一
年 、
六一
t

六
二
ベ
l
ゾd

お
互
い
の
仲
間
を
た
い
せ
つ
に
し 、
職
場
に
人
間
ら
し
い
労
働
を
つ
くっ
て
い
くこ
と
は
働
く
も
の
の
権
利
で
も
あ
り 、

義
務
で
も
あ
る
と
い
うべ
き
で
し
ょ
う 。



リ
ポ
ー
ト
伺

「
働
く
」

を
読
ん
で

そ

付
の

田
鎖

女
性
が
働
く 、
生
き
が
い
を
持
ち一
生
仕
事
を
し
て
い
く
こ
と
は 、
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す。
し
か
し 、
現

在
働
い
て
い
る
女
性
の
な
か
で
ほ
ん
と
う
に
働
き
た
い
か
ら 、
生
き
が
い
を
感
じ
て
働
い
て
い
る
人
は
ご
く
少
数
だ
と
思

良
尚

い
ま
す。

〈第 6 章 働

な
ぜ
な
ら 、
私
は
母
の
姿
を
見
て
そ
う
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す。
母
は
九
年
前
に
父 、が
亡
く
なっ
て
初
め
て
働
き

出
し
ま
し
た 。
そ
れ
ま
で
は
専
業
主
婦
で
し
た
が 、
父
が
亡
く
な
り
私
達
兄
弟
や
祖
父
母
の
生
活
の
た
め
に
働
き
だ
し
た

の
で
す。
生
き
が
い
を
持っ
て
働
く
の
で
は
な
く 、
生
き
て
い
く
た
め
に
働
い
て
い
る
の
で
す。
私
は 、
母
を
見
て
い
る

と
や
は
り

働
き
に
行
く
以
前
の
母
の
方
が
母
ら
し
か
っ

た
と
感
じ 、
家
に
居
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す。
実
際 、

母
ぐ
ら
い

の
年
代
で
働
い
て
い
る
女性
の
う
ち 、
自
分
の
生
き
が
い
の
た
め
に
働
い
て
い
る
人
は
少
な
い
と
思
い
ま
す。
そ
の
ほ
と

1 8ラ
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ん
ど
の
人
が 、
経
済
的
な
理
由
で
働い
て
い
る
の
で
す。
友
人
の
母
親
も 、
家
の
ロ
l
y
や
教
育
費の
た
め
に 、
ス
ーパ

ー
で
パ
l
ト

を
し
て
い
ま
す。
少
し
で
も
い
い
生
活
を
し
た
い 、
少
し
で
も
費
沢
を
す
る
た
め
の
お
金
を
得
る
の
に
働
い

て
い
る
の
で
あっ
て 、
仕
事
を
す
る
こ
と
に
は 、
あ
ま
り
関
心
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す。

で
は 、
若
い
女
性
は
生
き
が
い
を
持
ち 、
バ
リパ
リ

仕
事
を
し
て
い
る
の
で
しょ
う
か 。

先
日 、
兄
と
話
を
し
て
い
る
時 、
会
社
の
女
子
社
員
の
話
が
出
て
き
ま
し
た 。
兄
に
よ
れ
ば 、
必
死
に
なっ
て
や
る
と

一
日
で
済
む
仕
事
を
女
子
社
員
は
三
日
で
す
る
予
定
を
立
て
る
し 、
仕
事
に
行
きづ
ま
る
と
す
ぐ
に
休
ん
だ
り 、
や
め
た

り
し
て
し
ま
う
の
で
困
っ
て
い
る
と
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た 。
こ
の
話
を
聞
く
か
ぎ
り
で
は 、
男
性
と
女
性
と
の
仕
事
に

た
い
し
て
の
考
え
方
は
明
ら
か
に
違
う
と
い
え
ま
す。
女
性
に
は
い
ざ
と
な
れ
ば
逃
げ
道
が
あ
る 、
一
方 、
男
性
に
は
そ

れ
が
な
い 、
と
い
わ
れ
て
も
し
か
た
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す。

こ
の
よ
う
に 、
女
性
の
仕
事
に
た
い
す
る
考
え
方
は
男
性
よ
り
も
か
な
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り 、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
か
ら 、

「
女
性
と
仕
事」
は 、
結
び
つ
き
に
く
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

最
後
に 、
私
個
人
の
考
え
方
と
し
て
は 、
女
性
は
数
年
社
会
に
出
て
働
い
て
み
て 、
世
の
中
を
見
る
目
を
養っ
て
か
ら

結
婚
し
て 、
家
庭
に
入っ
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。
ま
た 、
家
事
や
育
児
と
い
う

仕
事
は
お
金
に
は
な
ら

な
い
が 、
人
が
生
活
し 、
子
ど
も
が
育つ
上
で
重
要
な
仕
事
で
あ
る
と
思
い
ま
す。
見
方
を
か
え
れ
ば 、
社
会
で
働
く
こ

と
よ
り
も 、
大
き
く

す
ば
ら
し
い
住
事
だ
と
思
い
ま
す。

ハ
大
阪
教
育
大
学
四
阿
生）



そ

ω 
の

美
稿

「
大
学
生
に
とっ
て
就
職
と
は」
と
い
う
と
こ
ろ
で 、
こ
れ
は
ま
る
で
私
の
こ
と
を
書い
て
い
る
の
で
は
な
い
か 、
と

思
い
た
く
な
り
ま
し
た 。
な
ぜ
な
ら 、
就
職
問
題
に
対
面
し
た
こ
の
一
年 、
私
が
悩
ん
で
い
た
こ
と
が 、

H
い
っ

た
い
誰

の
人
生
だ
ろ
う
かM
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
だっ
た
か
ら
で
す。
跡
取
り

娘
だ
か
ら
と
祖
父
母
に
は
特
別
大
切
に
し
て
も

小
島

く

らっ
た
た
め 、
祖
父
母
の
住
ん
で
い
る
石
川
県
で
教
師
に
なっ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
期
待
に
応
え
て
あ
げ
た
い
と
思っ

て
い
ま
し
た 。
ま
た 、
父
母
も
い
ず
れ
は
大
阪
を
離
れ
て
郷
里
の
石
川
県
に
戻
る
の
だ
か
ら 、
石
川
県
で
教
師
に
な
る
こ

と
が
当
然
最
も
良
い
道
だ
と
も
思っ
て
い
ま
し
た 。
し
か
し 、
私
自
身
は
大
阪
に
生
ま
れ
育っ
た
た
め 、
石
川
県
を
郷
里

と
考
え
ら
れ
ず 、
自
分
の
人
生
を
勝
手
に
決
め
ら
れ
て
し
まっ
た
よ
う
に
思
わ
れ 、
素
直
に
納
得
で
き
ま
せ
ん
で
し
た 。

教
員
採
用
の
激
減
し
て
い
る
大
阪
に
残
る
に
は 、
民
間
企
業
に
行っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
さ
え
考
え 、
自
分
の
第一
の
希

望
で
あ
る
教
師
に
な
り
た
い
気
持
ち
さ
え
も
見
失
い
か
け
ま
し
た 。
し
か
し 、
悩
ん
だ
末 、
や
は
り

教
師
に
な
る
道
を 、

最
終
的
に
選
び
ま
し
た 。
そ
し
て
大
阪
だ 、
石
川
だ
と
こ
だ
わ
る
こ
と
は
や
め
よ
う
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た Q
石
川

第 6 章 働

県
の
方
は
教
師
に
な
れ
る
可
能
性
が
高
い
の
な
ら 、
そ
れ
に
か
け
て
み
よ
う
と
思い
ま
す。
今
年
の
教
員
採
用
試
験
では 、

講
師
と
し
て
し
か
合
格
で
き
な
か
っ

た
の
で 、
来
年
こ
そ
は
正
式
な
教
師
に
な
れ
る
よ
う
が
ん
ば
り
た
い
と
思
い
ま
す。

mM
LE

 

し
か
し
な
が
ら 、
私
が
選
ん
だ
道
は 、
他
人
か
ら
は
勝
手
気
ま
ま
に
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。
な
ぜ
な
ら 、

187 



188 

同
じ
教
育
大
学
の
友
人
の
な
か
に
は 、
ど
う
し
て
も
教
師
に
な
り
た
い
が 、
長
男
だ
か
ら 、
ま
た
は
家
計
を
助
け
る
た
め

に 、
早
く
決
まっ
た
職
業
に
就
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う

事
情
で 、
教
師
に
な
る
こ
と
を
諦
め
る
人
が
大
勢い
る
か

ら
で
す。
ま
た 、
女
性
が
男
性
に
比べ
て 、
就
職
し
て
い
な
く
て
も
社
会
的
に
許
さ
れ
て
い
る
状
況
に 、
私
自
身
甘
ん
じ

て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す。

最
後
に 、
女
性
の
結
婚
後
の
生
き
方
に
つ
い
て 、
白
井
先
生
に
二一一回
い
い
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す。
先
生
は 、
女
性
が

結
婚・
出
産
し
た
後 、
子
ど
も
が
私
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
と
言っ
て 、
就
職
を
考
え
な
い
こ
と
を
逃
げ
道
だ
と
し
て

い
る
が 、
そ
れ
は
絶
対
に
間
違っ
て
い
る
と
思
い
ま
す。
私
は
共
働
き
の
家
庭
で
育っ
た
か
ら 、
母
親
が
鍵
を
聞
け
て
待

っ
て
い
て
く
れ
る
の
が
羨
し
く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た 。
教
師
に
な
り
た
い
こ
と
と 、
家
庭
に
入
る
こ
と
は
矛
盾
し
て

い
ま
す
が 、
子
ど
も
が
必
要
と
し
て
い
る
と
考
え
て
家
庭
に
入
る
こ
と
は 、
逃
げ
道
で
な
く
真
実
だ
と
思い
ま
す。

し
か
し 、
そ
れ
が
母
親
に
た
い
し
て
の
み
考
え
ら
れ
る
の
は 、
男
性へ
の
長
時
間
労
働
等
社
会
制
度
の
た
め
で
し
ょ
う 。

も
し
男
性
の
労
働
時
間
の
短
縮 、
男
女
両
性
の
育
児
休
暇
の
保
障
な
ど
の
法
的・
社
会
的
整
備
が
す
す
め
ば 、
必
ず
変
化

し
て
く
る
で
し
ょ
う 。
ま
ず
公
的
な
制
度
を
思
い
きっ
て
改
革
し
て
い
け
ば 、
男
女
の
職
業
観
も
変
わっ
て
い
く
と
思い

ま
す。

ハ
大
阪
教
育
大
学
四
回
生）

＊ 
キ キ



苫”“l 『”””l ’ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 『川1 1 1 1” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ’ I l l性

三 コ E
Z メ E
E ン E
E ト 5
§ (6) § 

i 働 i
i く E
E と E
§ �:l: § 

E 津
E 久
E 井 －
E 佐 5
2 喜 i
i 男 i

�111 1 1 1 1 1 1 ’ I I川I I ， ’ 1 1 1 1 1 1 1 1 1川

青
年
期
の
心
理
学
的
課
題
を
と
り
あ
げ
る
ば
あ
い
に 、
青
年
を
対
象
と
し
て
で
は
な
く 、
問
題
と
し
て
と
らえ
て
い
こ

う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー

チ
の
基
本
姿
勢
の
設
定
に
つ
い
て 、
わ
た
し
は
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
を
全
幅
的
に
支
持
し
た
い
と

く

思
い
ま
す。

本
章
の
タ
イ
ト

ル
が

H
働
くu
と
なっ
て
お
り 、
そ
の
ナ
カ
ミ

は、
①
職
業
選
択
と
自
立
の
問
題 、
②
労
働
意
識
と

生
活
意
識 、
③
女
性
労
働
と
生
活
サ
イ
ク
ル 、
④
労
働
の
権
利
と
権
利
意
識 、
の
四
本
柱
で
構
築
さ
れ 、
ひ
と
つ
の
独

立
し
た
章
構
成
と
なっ
て
お
り
ま
す。

考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど 、
こ
ん
に
ち
の
青
年
の
問
題
に 、
そ
の
生
育
史
と
い
う
時
間
的
展
望
に
たっ
て
」労
働u
問
題

を
核
と
し
て
切
り
こ
ん
で
い
こ
う
と
す
る
心
理
学
的
な
試
み
は、
けっ
し
て
平
坦
で
直
裁
的
な
も
の
で
は
な
く 、
む
し
ろ

た
い
へ
ん
に
不
透
明
で 、
そ
の
真
相
の
見
え
に
く
い
仕
事
の
内
容
と
なっ
て
い
く
こ
と
と
忠
わ
れ
ま
す。

わ
た
し
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
研
究
テ
l

マ
を
と
り
あ
げ
る
ば
あ
い
に 、
特
に
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

第 6 章 働189 
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は 、
青
年
の
問
題
の
対
象
が 、
特
定
の
産
業
社
会
構
造
に
お
け
る
個
別
労
働
そ
れ
自
体
で
は
な
く
て 、
生
産
過
程
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
る
労
働
過
程
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す。
研
究
対
象
と
し
て
設
定
さ
れ
る
とこ
ろ
の
心
理
過
程
な

い
し
社
会
過
程 、
も
し
く
は
生
活
過
程
は 、
ど
れ
も
労
働
対
象
な
ら
び
に
労
働
手
段
と
の
結
びつ
き
で
と
ら
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
の
労
働
過
程
と
し
て
顕
現
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す。

そ
し
て
さ
ら
に
い
え
る
こ
と
は 、
そ
の
対
象
は
労
働
過
程一
般
で
は
な
く
て 、
歴
史
的
な
ひ
と
つ
の
カ
テゴ
リ
ー

で
あ

る
資
本
制
社
会
の
労
働
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す。
資
本
制
労
働
過
程
は 、
そ
れ
自
身
が
ひ
と
つ
の
歴
史
的
カ
テゴ

リ
ー

で
す
が 、
労
働
過
程
そ
の
も
の
は
ほ
ん
ら
い 、
そ
の
よ
う
な
社
会
関
係
を
捨
象
し
た
概
念
と
し
て
つ
く
り
だ
さ
れ
て

い
る
の
で
す。

し
た
が
っ
て 、
労
働
過
程一
般
を
問
題
と
す
る
ば
あ
い
に
は 、
ど
う
し
て
も
そ
の
社
会・
歴
史
的
制
約の
要
因
を
考
察

す
る
こ
と
は
第
二
義
的
な
意
味
し
か
もっ
て
こ
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す。
こ
の
よ
う
に
労
働
関
係
と
か
生
活
関
係
が
心
理

学
的
な
と
り
く
み
の
対
象
と
な
る
ば
あ
い
は 、
そ
れ
が
特
定
の
社
会
関
係
に
規
定
さ
れ
た
自
然
現
象
で
あ
る
と
こ
ろ
に
ひ

と
つ
の
特
徴
が
あ
り
ま
す。
し
た
が
っ
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は 、
一
見
し
た
と
こ
ろ
純
粋
で
中
立
的
な
理

論
の
よ
う
に
拙
き
だ
さ
れ
る
科
学
論
や
認
識
論
の
立
場
は 、
現
実
の
生
活
社
会
の
諸
事
象
を
心
理
学の
立
場
か
ら
と
り
あ

げ
る
ば
あ
い
に 、
一
番
警
戒
し
用
心
し
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す。

ま
た
生
活
と
い
うコ
ト

パ
も 、
労
働
の
意
味
や
そ
の
ナ
カ
ミ
と
同
じ
よ
う
に 、
あ
ま
り
に
も
日
常
的 、
身
辺
的
で
あ
る

た
め 、
そ
の
厳
密
な
科
学
的
な
規
定
性
を
欠
い
た
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す。
ふ
つ
う
w

生



活u
と
い
う
と 、
「
消
費
生
活」
を
基
軸
と
す
る
私
的
な
経
済
生
活
と
同
格
に
扱
わ
れ
た
り 、
ま
た
子
ど
も
の
生
育
や
労

働
力
の
再
生
産
の
た
め
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
血
縁
集
団
と
し
て
の
「
共
同
生
活」
と
同
義
語
化
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
よ
う
で
す
が 、
生
活
は
な
に
も
そ
の
よ
う
な
「
消
費
生
活」
と
か
「
家
庭
生
活」
に
限
局
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん 。
H

生
活H
の
もっ
て
い
る
多
重
層
構
造
は 、
Eo
と
い
うコ
トバ

そ
の
も
のに
も
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す。

Eo
は
一
般
的
に
は 、
①
生
命・
生
存・
いの
ち 、
②
生
活・
生
計・
く
ら
し 、
＠
人
生・
生
涯・
い
き
が
い 、

と
い
う
H

い
の
ちu
と
H

く
ら
しu
と
H

い
き
が
い“
の
多
重
層
構
造
の
な
か
に
息
づ
い
て
い
る
概
念
な
の
で
す。

わ
た
し
た
ち
の
生
活
過
程
は 、
生
存
を
確
保
し
（
い
の
ち〉 、
生
計
を
た
て
ハ
く
ら
し〉 、
よ
り
よ
い
生
涯
H

人
生
を
生

き
ょ
う
ハ
い
き
が
い） 、
と
す
る
過
程
で
あ
り 、
こ
れ
ら
が
相
互
に
関
連
し
あっ
て
創
出
さ
れ
る
力
動
的
な
事
態
の
な
か

か
ら
生
活
行
為
の
体
系
が
っ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
く
る
の
で
す。
し
た
がっ
て
青
年
の
問
題の
心
理
学
的
分
析
に
は 、

H
生

活M
の
状
況
分
析
と
構
造
分
析 、
そ
し
て
機
能
分
析
の
三
つ
の
分
析
を
と
り
い
れ
た
総
合
的
な
生
活
行
為
の
体
系
分
析
の

〈

た
め
の
枠
組
み
の
梢
築
が
大
前
提
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん 。

こ
の
よ
う
な
構
造
的
特
性
を
もっ
て
い
る 、
生
活
環
境
と
の
相
互
関
連
の
な
か
か
らつ
く
り
だ
さ
れ
る
w

適
応
型“
の

ナ
カ
ミ

に
つ
い
て 、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
H

生
活
概
念u
と
し
て 、
生
産 、
労
働 、
科
学・
技
術 、
実
践 、
言
語 、
さ
ら

に
は
生
産
関
係 、
労
働
関
係 、
人
間
関
係 、
社
会
関
係 、
：：：

そ
の
他
の
表
示
方
法
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
の
で
す。

青
年
の
問
題
を
心
理
学
の
立
場
か
ら
と
り
あ
げ
る
ば
あ
い
に 、
い
つ
で
も 、
き
まっ
て
全
面
的
に
浮
上
し
て
く
る
目
標

（
理
想） 、
価
値 、
創
造
性 、
発
達 、
意
欲 、
自
発
性 、
生
き
が
い 、
自
己
実
現
ハ
自
己
充
実）
と
い
っ

た
概
念は
すべ
て 、

til 6 章 働1 9 1 
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こ
の
よ
う
な
行
動
特
性
を
もっ
て
い
る
人
間
の
生
活
行
為
の
内
実
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん 。

そ
の
な
か
で 、
青
年
期
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
ティ
が
不
断
に
か
か
わ
りあ
い
を
も
っ
て
い
る
歴
史・
社
会
的
次
元
に
お
け
る

行
動
的
環
境
の
特
質
が 、
生
活・
労
働の
心
理
学
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
に
よ
っ
て
科
学
的
に
正
し
く
検
討
さ
れ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う 。
こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て 、
青
年
の
問
題
に
お
け
る
生
活・
労
働
の
状
況
お
よ
び
活
動
の

心
理
学
的
究
明
の
枠
組
み
を
創
設
す
る
こ
とが
で
き
る
よ
う
に
な
る 、
と
思い
ま
す 。

ハ
中
央
大
学
文
学
部
教
授〉



第
7
章

平
和
を
創
る

伊 荒 杉
藤 尾 田

「
風」
を
感
じ
る

か
ぜ
が
ふ
い
た
ら

ね
ん
ね
ん
こ
ろ
り
よ

え
だ
が
お
ち
た
ら

あ
か
ち
ゃ
ん

一
九
八
七
年 、

193 

き
の
こ
ず
え

ゆ
り
か
ご
ゆ
れ
る

ゆ
り
か
ご
お
ち
る

ゆ
り
か
ご
な
に
も
か
も

武 貞 明
彦 一 宏

イ
ギ
リ
ス
の
絵
本
作
家レ
イ
モ
ン
ド・ 。フ
リッ
グ
ズ
原
作
の
『
風
が
吹
く
と
きら
と
い
う
ア
ニ
メ
l
シ

（
谷
川
俊
太
郎
訳
『
マ
ザ
l

グ
1

ス
の
う
た
』

草
思
社）

ョ
γ
映
画
が
世
界
の
注
目
を
集
め
ま
し
た
（
監
督は
日
系
二
世
の
ジ
ミ
l・

T・
ム
ラ
カ
ミ

氏） 。
イ
ギ
リ
ス
の
田
舎
町
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で
の
ん
び
り
と
年
金
暮
ら
し
を
し
て
い
る
老
夫
婦
ジ
ム
と
ヒ
ル
ダ
が 、

あ
る
日
突
然
核
戦
争
に
ま
き
こ
ま
れ 、
ひ
と
ま
ず

「
生
き
残っ
た」
も
の
の 、
放
射
能
に
冒
さ
れ
て
死
ん
で
い
く
過
程
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
ま
す 。
西
ド

イ
ツ 、
イ
ギ
リ

ス
を
は
じ
め
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
各
国 、
日
本 、
ア
メ
リ
カ
等
二
0ヵ
国
以
上
で
上
映
さ
れ 、
と
く
に
西
ド

イ
ツ
と
日
本

で
は
五
O
万
人
も
の
観
客
を
動
員
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
ハ
ジ
ミ
l
・
T
・
ム
ラ
カ
ミ
監
督
来
日
記
念
イ
γ
タ
ピ
ュ
l」
『
ア
ニ
メ
l

ク
ュ

』
一
九
八
七
年
九
月
号 、
徳
間
書
店〉 。
一
本
の
ア
ニ
メ
l
シ ョ
γ
映
画
が
こ
れ
だ
け
の
反
響
を
呼
ん
だ
の
は
な
ぜ
で
し

ょ
う
か 。
そ
れ
を
考
え
る
ま
え
に
「
も
の
が
た
り」
と
原
作
絵
本
の一
部
を
見
て
お
き
ま
し
ょ
う 。

ホキ ホ

も
の
が
た
り

イ
ギ
リ
ス
の
田
舎
町
で
静
か
に
年
金
暮
ら
し
を
し
て
い
る
素
朴
で
の
ん
び
り
と
し
た
老
夫
婦ジ
ム
と
ヒ
ル
ダ 。
あ

る
日 、
ラ
ジ
オニ
ュ
ー

ス
が
国
際
情
勢
が
緊
迫
し 、
戦
闘
準
備
に
入っ
た
こ
と
を
告
げ
る 。
ジ
ム
は
政
府パ
ン
フ
レ

v
ト

に
従っ
て 、
壁
に
ド
ア
を
立
て
掛
け
る
だ
け
の
核シ
ェ

ル
タ
ー

を
作
り
は
じ
め
る
が 、
敵
が
ソ
連
だっ
た
か
ド

イ
ツ
だっ
た
か
時
々
わ
か
ら
な
く
な
る
し 、
ヒ
ル
ダ
は
「
ど
う
せ
す
ぐ

終
わ
る
ん
で
し
ょ
う」
と
ど
こ
と
な
く

危
機

感
が
な
い 。
や
が
て 、
敵
ミ

サ
イ
ル
が
三
分
以
内
に
飛
来
す
る
と
告
げ
る
ラ
ジ
オ 。
一
瞬
の
閃
光
と
凄
ま
じ
い
爆
風 。

二
人
は
な
ん
と
か
生
き
延
び
る
が 、
すべ
て
が
破
壊
し
つ
く
さ
れ
た
こ
と
が
の
み
こ
め
ず 、
慰
め
合
い
な
が
ら
ひ
た

す
ら
政
府
の
救
助
部
隊
を
待
ち
望
む 。
し
か
し 、
し
だ
い
に
放
射
能
に
官
さ
れ 、
「
原
爆
症」
に
苦
し
み
な
が
ら
静



か
に
死
ん
で
行
く 。
「
政
府
は
きっ
と
助
け
に
来
て
く
れ
る」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て：：： 。

さ
て
こ
の
反
響
の
前
提
と
し
て 、
八
二
年
に
出
さ
れ
た
原
作
絵
本
が
イ
ギ
リ
ス
圏
内
で
五
O
万
部
の
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
と

な
り 、

一
0ヵ
国
語
に
翻
訳
さ
れ
る
よ
う
な
広
が
り
が
あっ
た
こ
と
は
見
落
と
せ
な
い
で
しょ
う 。
し
か
し 、
そ
も
そ
も 、

あ
ま
り
に
重
苦
し
く
て 、
で
き
れ
ば
近
づ
き
た
く
な
い
こ
の
テ
l

マ
が 、
な
ぜ 、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
人々
を
引
きつ
け
た

の
で
し
ょ
う
か 。

原
作
が
ヒ
ッ
ト
し
た
八
二
年
と
い
う
の
は 、
実
は 、
反
核
運
動
が
「
人
類
史
上
初
め
て
地
球
的
規
模
の
広が
り
を
持つ

に
至っ
た」
と
言
わ
れ
た
年
で
し
た 。
こ
の
年 、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
聞
か
れ
た
第
二
回
国
連
軍
縮
特
別
総
会
に
向
け
て 、

ロ
γ
ド
γ
二
五
万
人 、
ポ
γ
四
五
万
人 、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク一
O
O
万
人
な
ど 、
世
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東
京
四
O
万
人 、
ロ
l

マ
三
O
万
人 、

界
各
国
で
大
規
模
な
デ
モ・
集
会
が
実
行
さ
れ
ま
し
た
〈
岩
波
書
店
編
集
部
『
核
兵器と
人
間の
鎖』
岩
波
書
店 、
一
九八三
年〉 。

そ
れ
か
ら
五
年
たっ
た一
九
八
七
年 。
国
連
軍
縮
週
間
の
初
日
に
当
た
る一
O
月
二
四
日、
核
兵
器
の
廃
絶
を
共
通
の

目
標
に
掲
げ
た
「
平
和
の
波
2
2
8

者号巴O
ど
と
い
う

共
同
行
動
が
世
界
の
五
大
陸 、
四三一
ヵ

国
で 、
そ
れ
ぞ
れ
の
国

の
正
午
を
合
図
に
取
り
組
ま
れ
ま
し
た 。
世
界
で
最
初
に
二
四
日
を
迎
え
る
日
本
を
皮
切
り
に 、
ソ
連 、
ア
ジ
ア 、
東
西

ヨ
ー
ロ
ッ

パ 、
南
北
ア
メ
リ
カ
等
を
経
て 、
最
終
地
の
タ
ヒ
チ
に
至
る
ま
で 、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
集
会 、
デ
モ 、
署
名
行

動
を
は
じ
め 、
平
和コ
γ
サ
l
ト 、

平
和マ
ラ
ソ
γ
大
会
と
い
っ

た
イベ
γ
ト

な
ど 、
創
意
あ
ふ
れ
る
企
画
が
地
球
を一

周
し
た
の
で
し
た 。
こ
れ
だ
け
の
国
々
の
草
の
根
の
人々
が 、
核
廃
絶
と
い
う一
つ
の
目
標 、

と
に
行
動
し
た
と
い
う
こ
と
は
か
つ
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た 。

一
つ
の
名
前
の
企
画
の
も

19ラ



0 い つ も と 変 わ ら ぬ羽

0 あ と 3 分で核 ミ サ イ ルが…

r96 

vwvvv叫仇均旬、
ヲ，• !!I＝ タすきらテ

結＇＇＊＂＇＂唱 オ＇V° ;t1" 
鱗 暗 ヲ ι マ号. ，，.



197 �� 7 :4t 平和を 創 る

0 ひ た す ら 政！引 を 日 じ て

＂＇府与を1 司 二九 ヲ 市� 之 � 芝
属 、 ミ 司b ,,,.,, r三

出所） レ イ モ γ ド プ リ ッ F ズ 〈小林忠夫次） 『鼠が吹 く と き』 （篠崎由林〉 か ら．



198 

八
0
年
代
に
入っ
て
か
ら
の
こ
う
し
た
世
界
の
人
々
の
大
き
な
動
き
と 、
『
風
が
吹
く
と
き』
の
ヒ
ッ
ト

｜｜
直
接
関

係づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も 、
ど
ち
ら
も 、
そ
の
背
景
に 、
一
つ
の
「
現
実」

l｜lこ
れ
だ
け
多
く
の
世
界
の

人々
に
戦
争
（
と
り
わ
け
核
戦
争）
を
予
感
さ
せ
る
ほ
ど
の
深
刻
な
「
現
実」
を
持っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
で
し
ょ
う 。

絵
本
と
映
画
の
タ
イ
ト

ル
に
使
わ
れ
た
『
風
が
吹
く
と
き（
巧
宮口
昏O
場
町内田
Eo
dS〉』
は、
本
章
冒
頭
の
マ
ザ
ー

グ
l

ス
の
歌
の
一
節
で
す。
こ
の
歌
は、
「
思
い
上
が
っ

た
人
々
や 、
野
心
的
な
人
達へ
の
戒
め」
の
意
味
が
あ
る
そ
う

で
す。
そ
の
「
風」
は、
今
日 、
核
の
爆
風
そ
の
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
し 、
戦
争へ
と
傾い
て
行
く
時
代

の
流
れ
で
あ
る
と
も一言
え
る
で
し
ょ
う 。
多
く
の
人々
が 、
若
者
が 、
こ
の
「
風」
を
感
じ
始
め
て
い
る
｜｜

そ
う
い
う

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

こ
れ
を
読
ん
で
い
る
あ
な
た
も 、
も
し
か
す
る
と 、
す
で
に 、
な
ん
と
な
く（
あ
る
い
は、
はっ
き
り
と〉
こ
の
「
風」

を
感
じ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。
世
の
な
か
の
動
き
が
な
ん
と
な
く
「
ア
プ
ナ
イ
か
な」
と
思
う 。
「
ま
ち
がっ
て
核

‘ミ
サ
イ
ル
が
発
射
さ
れ
た
り
し
な
い
だ
ろ
う
な」 、
「一
発
落
ち
た
ら
終
わ
り
だ
な」 、
「一
O
年
後っ
て
人
聞
は
生
き
て
る

か
な」
と
い
っ

た
不
安
が
ふ
と
頭
を
か
す
め
た
り

す
る 、
核
戦
争
の
夢
を
見
た
り

す
る
｜｜

そ
ん
な
体
験
が一
度
で
も
あ

る
と
し
た
ら 、
そ
れ
は
「
思
い
過
ご
し」
と
か
「一
時
の
気
の
迷
い」
と
か
「
被
害
妄
想」
と
い
っ

た
も
の
で
は
な
く 、

ま
ぎ
れ
も
な
い
現
実
世
界
の
危
険
な
動
き
を
敏
感
に
感
じ
取っ
て
い
る
証
拠
で
す 。
そ
の
感
性
は
信
頼
で
き

占 ー寸

争3 些
を



あ
な
た
が 、
も
し 、
そ
の
「
風」
を
感
じ
る
だ
け
の
感
受
性
を
持っ
て
い
る
の
な
ら 、
も
う一
歩
進
ん
で 、
あ
な
た
を

脅
か
す
そ
の
「
風」
の
正
体
ーー

ど
こ
か
ら 、
ど
う
し
て
吹
い
て
く
る
の
か

ーーー
をつ
き
と
め
て
み
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か 。
そ
れ
と
と
も
に 、
こ
の
問
題
に 、
今 、
取
り
組
ん
で
み
る
こ
と
が 、
青
年
で
あ
る
あ
な
た
に
とっ
て
ど
ん
な
意
味

が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
み
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か 。

「
風
」

の
正
体

後
為
な
た
の
「
平
和
認
識
度
チエ
ヴ
ク」

さ
て 、
日
本
に
住
ん
で
い
る
私
た
ち
は 、
政
府
の
い
う
が
ま
ま
を
信
じ
て
死
ん
で
行っ
た
先の
ジ
ム
と
ヒ
ル
ダ
の
無
知

第 7 章 平和を創 る

を
笑っ
て
す
ま
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か 。
平
和
の
問
題
に
か
ん
し
て
あ
な
た
が 、
過
去 、
そ
し
て 、
現
在
の
日
本

や
世
界
を
ど
れ
だ
け
正
し
く

認
識
し
て
い
る
か 、
ち
ょ
っ
と
ク
イ
ズ
を
やっ
て
み
ま
し
ょ
う 。

鉛
筆
を
探
し
て
き
て
く
だ
さ
い 。

あ
り
ま
し
た
か
？

で
は、
始
め
ま
し
ょ
う 。

199 

答
ヲ
サ
キニ
ミ

ナ
イ
ヨ
ウニ
：



200 

〔
平
和ク
イ
ズ〕

ホ ．
約
三
億
人

Q Q
ー
か
ら
Q
E
ま
で
は 、
第二
次
世
界
大
戦
に
か
ん
す
あ
も
の
で
す

こ
の
戦
争
に
よ
る
日
本
人
の
死
者
の
数
は、
兵
士・
市
民
を
合
わ
せ
て
約
何
人
？

ニ ．
約
三
千
万
人

こ
の
戦
争
で
日
本
軍
は、
ア
ジ
ア
を
戦
場
と
し
ま
し
た 。
こ
の
戦
争
に
よ
る
日
本
人
以
外
の
ア
ジ
ア
の

人
々
の
死
者の
数
は、
兵
士・
市
民
を
合
わ
せ
て
約
何
人
？

ィ ．
約
二
万
人
ロ ．
約
二
O
万
人

ィ ．
約
三
万
人
ロ ．
約
三
O
万
人

ぺ
約
三
百
万
人

r崎、

、ーノ

Q 
2 

ぺ
約
二
百
万
人

f「

、』J

－一 ．
約
二
千
万
人
ホ ．
約
二
億
人

，’、

〉
部
隊

中
国
で 、
捕
虜
に
た
い
し
て
残
虐
な
人
体
実
験
を
行っ
て
い
た
日
本
軍
の
部
隊
名
は
？

Q 
3 

Q 
4 
広
島
と
長
崎
に
原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
た
の
は
い
つ
？

一
九
四
五
年
（

）
月
（

、』J

日

a ．
広
島

一
九
四
五
年
（

〉
月
ハ

、J

日

広
島
と
長
崎へ
の
原
子
爆
弾
投
下
に
よ
っ
て 、
そ
の
年
の
内
に
な
く
なっ
た
人
々
の
数
は
？

b ．
長
崎

Q 
5 
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a ．
広
島

ィ ．
約一
四
O
人

b ．
長
崎

ィ ．
約
七
O
人

ロ ．
約
千
四
百
人

F‘、
ロ ．
約
七
百
人

〆「

ハ ．
約一
万
四
千
人
ニ ．
約一
四
万
人
ホ ．
約一
四
O
万
人

ハ ．
約
七
千
人
ニ ．
約
七
万
人
ホ ．
約
七
O
万
人

前…
はワ・

共
産
主
義
者
を
は
じ
め 、
自
由
主
義
者
や
宗
教
者 、
こ
の
戦
争
に
反
対
し
た
人々
を
弾
圧
し
た
法
律
の
名

ハ

）
法

Q
7
か
ら
Q
包
ま
で
の
質
問
は 、
現
在
の
日
本
と
世
界
に
か
ん
す
る
も
の
で
す

Q 
6 

u 

、...／、』.,I

Q 
8 

日
本
に
米
軍
基
地
を
置
く
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
条
約
の
名
前
は
？
（

次
に
あ
げ
る
都
道
府
県
は 、
米
軍
基
地
の
数
で
の
上
位
四
位
で
す
が 、
そ
の
順
位
は
？

〉
位

c ．
沖
縄
県
（

Q 
7 a ．

長
崎
県
（

d ．

神
奈
川
県

Q 
9 

日
本
の
軍
事
費
は 、

a ．
ア
ジ
ア
で

b ．
世
界
で ，問、

b ．
東
京
都
〈

〉
位

位

ア
ジ
ア
で
何
位
？

〉
位

〉
位

位

ま
た 、
世
界
で
は
？
ハ
社
会
主
義
国
を
除
く〉

f司、f旬、

〉
条
約



z。z

Q 
10 
日
本
の
国
是
で
あ
る
非
核
三
原
則
と
は、
日
本
は
核
兵
器
を
「
持
た
ず」 、
「
作
ら
ず」
と 、
あ
と
は
何
？

〆園、

〉
ず

高
校
三
年
生
の
う
ち 、
自
衛
隊へ
の入
隊
勧
誘
を
受
け
る
の
は、
毎
年
全
体
の
何
%
く
ら
い
？

ィ ．
約一
O
Z
ロ ．
約
二
O
Z
ハ ．
約
三
O
%
ニ ．
約
五
o
vm
ホ ．
約
八
O
wm

Q 
1 1  

〆「

、』J

Q 
12 
い
ま 、
世
界
中
に
あ
る
核
弾
頭
の
数
は
？

ィ ．
約
五
百
発
ロ ．
約
五
千
発

ぺ
約
五
万
発
ニ ．
約
五
O
万
発
ホ ．
五
百
万
発

f「

（
答
は
二
二
0
ペ
ー

ジ
〉

、J

緩
い
ま
日
本
と
世
界
は

き
て
結
果
は
い
か
が
で
し
た
か
？
難
し
い
問
題
と
や
さ
し
い
問
題
と
を
取
り
混
ぜ
て
み
た
つ
も
り
だっ
た
の
で
す
が 。

第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
日
本
人
の
被
害
と
ア
ジ
ア
人
の
被
害
を
比べ
る
た
め
に 、
Q
2
の
正
答
を
Q
1
の
正
答
で

割っ
て
み
る
と 、
ア
ジ
ア
の
犠
牲
者
は
日
本
人
の
約
七
倍
近
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す。
あ
な
た
の
答
え
で
計
算
す
る

と 、
一
倍
以
下
だっ
た
り
し
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
か 。
ア
ジ
ア
人
死
者
の
う
ち
半
分
に
あ
た
る
約一
千
万
人
が
中
国
人
で

す 。
こ
の
戦
争
で
日
本
軍
の
犠
牲
に
なっ
た
中
国
人
ハ
こ
の
な
か
に
は
多
数
の
民
間
人
が
含
ま
れ
て
い
ま
す）
が 、
日
本



人
死
者
の
三
倍
以
上
い
る
こ
と
を
今
初
め
て
知っ
た
人
が
か
な
り
い
た
の
で
は
な
い
で
しょ
う
か 。
中
国
で
は 、
多
く
の

捕
虜
に
た
い
し
て
残
虐
な
人
体
実
験
を
し
た
関
東
軍
七
三一
部
隊
の
所
業
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
実
で
す。
朝
鮮
人
に

一
九一
O
年
か
ら一
九
四
五
年
ま
で
の
あ
い
だ
に
約
七
O
万
人
を
日
本
に
「
強
制
連
行」
し 、
過
酷
な
労

働
を
さ
せ
た
果
て
に
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
こ
と
も
こ
こ
で
述べ
て
お
き
ま
し
ょ
う 。

日
本
の
国
民
も
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
ま
し
た 。
広
島
と
長
崎
の
原
子
爆
弾
は 、
戦
闘
員
だ
け
で
な
く 、

乳
児
か
ら
老

人
ま
で
の
非
戦
闘
員
に
も
無
差
別
かつ
大
量
に
被
害
を
及
ぼ
し
ま
し
た 。
し
か
も 、
核
戦
争
の
特
徴
と
し
て 、
そ
の
被
害

た
い
し
て
は 、
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が
今
日
に
い
た
る
ま
で
続い
て
い
る
の
で
す。

現
在 、
被
爆
者
手
帳
所
持
者
は
三
六
万
人
以
上
で
す
が 、
健
康
面
で
は
被
爆
直
後
の
け
が
や
や
け
ど
が
すっ
か
り
回
復

し
た
人
は
全
体
の
三
分
の一
以
下
で 、
長
期
入
院
や
通
院
を
ほ
と
ん
ど
の
人
が
経
験
し 、
現
在
も
病
気
が
ち
の
人
が
多い

の
で
す。
生
活
面
で
は、
被
爆
に
よ
っ
て
生
活
が
苦
し
く
なっ
た
り 、

仕
事
や
就
職
で
悩
ん
だ
り 、
結
婚・
家
庭
生
活・

子
育
て
の
悩
み
を
持っ
た
り
と 、
生
活
全
般
に
被
爆
の
影
響
が
及
ん
で
い
ま
す。
心
理
面
で
は 、
自
身
の
発
病
や
老
後
の

不
安
と
と
も
に 、
子
や
孫
と
い
っ

た
次
の
世
代
に
も
不
安
が
及
び 、
死
の
恐
怖
と
隣
合
わ
せ
に
生
き
て
い
る
人
が
多い
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す。
そ
の
な
か
に
あっ
て 、
三
人
に一
人
が
生
き
る
支
え
と
し
て
「
核
兵
器
を
こ
の
地
球
か

ら
な
く

す」
こ
と
を
あ
げ
て
い
ま
す
ハ日
本
原水
爆
被
害
者
団
体
協
議会
『原
爆
被
害
者
調査

｜｜第一
次
報
告』
一
九八
六
年
三

ア
ジ
ア
の
人々
へ
の
加
害
者
と
し
て
断
罪
さ
れ
たニ
ッ

ポ
γ 、
自
ら
も
多
数
の
戦
争
犠
牲
者
を
出
し
たニ
ッ

ポ
ン 、
核
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戦
争
で
の
唯一
の
被
爆
国
で
あ
るニ
ッ

ポ
シ
の
四
O
年
後
の
現
在
の
姿
は：：： 。
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狭
い
国
土
に一
O
O
以
上
の
米軍
の
基
地
が
あ
り
ま
す。
最
も
基
地
の
多
い
県 、
沖
縄
を
除
く
本
土
の
米
軍
基
地
は 、

半
数
Cニ
O〉
が
首
都
圏
に
集
中
し
て
い
ま
す。
こ
れ
ら
の
基
地
の
存
在
の
法
的
な
根
拠
は
日
米
安
全
保
障
条
約い
わ
ゆ

る
安
保
で
す。
世
界
の
軍
事
的
覇
者
に
絶
対
的
服
従
を
誓っ
て
い
る
日
本
は 、
対
ソ
核
戦
争
の
第一
出
撃
基
地
の
場
所
を

提
供
し
て
い
る
の
で
す
か
ら 、
再
び
核
戦
争
の
被
害
地
と
な
る
こ
と
を
自
ら
買っ
て
出
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す。
リ
ム

パ
ッ
ク
と
い
う
日
米
海
軍
合
同
演
習
で
は 、
自
衛
艦
の
役
割
は
米
空
母
を
守
る
こ
と
で
し
た 。
外
国の
軍
隊
を
守
る
た
め

に
多額
の
税
金
が
使
わ
れ
て
い
る：：：
こ
れ
が
「
独
立
国」
ニ
ッ

ポ
ン
の
現
状
で
す。

一
九
八
七
年
に
G
N
P一
%
枠
を
突
破
し
た
「
防
衛」
予
算
は 、
ひ
と
り
あ
た
り

年
間
三
万
円
以
上
の
負
担
を
国
民
に

負
わ
せ
て
い
ま
す。
中
学・
高
校
で 、
こ
の
軍
事
費
を
世
界
第
八
位
（
社
会
主
義
国
を
含
む〉
と
習っ
た
記
憶の
あ
る
人

が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。
し
か
し
こ
れ
は 、日
本
の
軍
事
費
が
少
な
く
出
る
方
法
で
算出
し
た
結
果
で
あ
り 、
N
A
T

O
の
軍
事
費
算
出
の
方
式
で
計
算
し
な
お
す
と 、
な
ん
と 、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
で
世
界
第
二
位
ハ
社
会
主
義
国
を

除
く〉
の
額
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す。
し
か
も 、
さ
ら
に 、
憲
法
違
反
の
自
衛
隊
の
隊
員
募
集
は 、
高
校
生
の
就
職
難
に

も
つ
けこ
ん
で
巧
妙 、
強
引に
進
め
ら
れ 、
学
校
や
自
宅
に
自
衛
官
が
やっ
て
き
て
「
資
格
が
取
れ
る」
「
除
隊
後
の
就

職
が
い
い」
「
今
隊
員
に
なっ
て
お
け
ば 、
徴
兵
制
が
し
か
れ
有
事
に
なっ
た
時
に
前
線
に
出
な
く
て
す
む」
等々
の
甘

い
言
葉
で
ハ
事
実
と
違
う
こ
と
さ
え
言っ
て〉 、
日
本
の
青
年
た
ち
に
銃
を
取
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す。
以
上
の

よ
う
な 、
軍
事
大
固
化へ
の
道
は 、
戦
争
放
棄
と
戦
力
不
保
持
を
宣
言
し
た
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
と
相
容
れ
な
い
も

の
で
す
ハ
本
書
収
録
の
日
本
国
憲
法
前
文
を
改
め
て
見
て
み
て
下
さ
い） 。



な
ぜ
「
風
」

に
気
づ
か
な
い
か

務
認
識
を
閉
ざ
す
巨
大
な
「
し
く
み」

こ
こ
ま
で 、
無
気
味
な
「
風」
が 、
過
去
と
現
在
の
日
本
と
世
界
か
ら
吹
き
寄
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
の
べ
て
き
た

つ
も
り
で
す。
「
大
切
な
こ
と
を
意
外
に
知
ら
な
か
っ

た
ん
だ」と
思
っ

た
人
が
多い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。
私
た

ち
は 、
ど
う
し
て
自
分
の
未
来
を
決
定
す
る
よ
う
な
た
い
せ
つ
な
こ
と
を
知
ら
な
い
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か 。

’h’－hつ＋』晶 、

4444I中 v一
－t

日
本
や
世
界
の
不
幸
な
歴
史
や
現
状 、
そ
の
歴
史
に
学
ん
で
日
本
が
進
むべ
き
道
を
指
し
示
し
た
日
本
国

第 7 章 平和を創 る

憲
法
に
か
ん
す
る
知
識
を
何
か
ら
得
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か 。
新
聞 、
雑
誌 、
テ
レ
ピ 、
ラ
ジ
オ
な
ど
の
マ
ス
コ
ミ 、

戦

争
体
験
者
の
話
し 、
科
学
者
の
著
作
な
ど 、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ

ア
が
あ
り
ま
す。
し
か
し 、
こ
う
し
た
知
識
を
系
統
的

に
獲
得
す
る
の
に
最
も
適
し
た
場
は
学
校
教
育
で
し
ょ
う 。
な
か
で
も
社
会
科
学
的
な
知
識
を
身
に
つ
け
る
の
は 、
中
学

で
は
歴
史・
公
民 、
高
校
で
は
世
界
史 、
日
本
史 、
現
代
社
会 、
政
治
経
済
と
い
っ

た
社
会
科
の
授
業
で
す。
「
で
も 、

『
平
和
ク
イ
ズ』
の
よ
う
な
問
題
は
試
験
に
は
出
な
かっ
た
し 、
授
業
や
教
科
書
に
も
出
て
こ
な
か
っ

た
し 、
で
き
な
く

て
当
た
り
前
だ」
と
い
う
反
論
も
出
て
き
そ
う
で
す。
ほ
ん
と
う
に
知
ら
な
く
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
か 。
教
科
書
に
書

か
れ
て
い
な
い
と
か 、
試
験
に
で
な
い
と
い
う
こ
と
が 、
実
は、
私
た
ち
の
認
識
を
閉
ざ
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る 、
そ

う
は
思
い
ま
せ
ん
か 。

2。ラ
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こ
こ
で 、
私
た
ち
が
受
け
て
い
た
授
業
や
使っ
て
い
た
教
科
書
が
ど
の
よ
う
に
なっ
て
い
た
の
か
を
少
し
考
え
て
み
よ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か 。

綴
削
ら
れ
た
授
業
時
間

小・
中
学
校 、
高
校
で
現
在
行
わ
れ
て
い
る
授
業
は、
一
九
七
七
年
に
発
表
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領に
基づ
い
て
行
わ

れ
て
い
ま
す。
こ
の
学
習
折
導
要
領
で
は、
社
会
科
の
授
業
時
間
は
小
学
校
で一
週
間
あ
た
り

三
時
間
削
減
さ
れ
ま
し
た 。

削
減
さ
れ
た
の
は、
四
年
生
以
降
の
授
業
時
間
で
す。
つ
ま
り 、

歴
史
や
政
治
経
済
に
か
ん
す
る
こ
と
を
学
ぶ
部
分
が
削

ら
れ
た
の
で
す。
中
学
校
で
も 、
歴
史
と
公
民
が
そ
れ
ぞ
れ一
時
間
ずつ
削
減
さ
れ
ま
し
た 。

そ
し
て 、
高
校
で
は、
「
現
代
社
会」
四
単
位
が
唯一
の
必
修
科
目
と
し
て
設
け
ら
れ 、
世
界
史 、
日
本
史 、
政
治・

経
済 、
倫
理・
社
会
は
選
択
科
目
に
な
り
ま
し
た 。
高
校
の
社
会
科
の
必
修
単
位
数
は
四
単
位
で
す
か
ら、
歴
史に
か
ん

す
る
教
科
を
選
択
し
な
い
で
も
す
む 、
と
い
う
こ
と
に
なっ
て
し
ま
い
ま
す。
こ
う
な
る
と 、
一
九
八
二
年
以
降
（
高
校

で
は、一
九
八
二
年
か
ら
現
行
の
学
習
指
導
要
領
が
適
用
さ
れ
て
い
る〉
に
高
校
に
入
学
し
た
生
徒
は、
歴
史
的
な
認
識

が
不
十
分
な
ま
ま
高
校
を
卒
業
し
て
も
不
思
議
は
な
い 、
と
い
う
こ
と
に
なっ
て
し
ま
い
ま
す。
こ
の
よ
う
に 、
社
会
科

学
的
な
認
識
は、
授
業
時
間
数
と
い
う

物
理
的
な
も
の
に
よ
っ
て 、
ま
ず 、
身
に
つ
け
る
チ
ャ
ン
ス
を
制
限
さ
れ
て
い
る

の
で
す。



滋「
検
閲」
さ
れ
る
教
科
書

今 、
日
本
の
学
校
で
使
わ
れ
て
い
る
教
科
書
は、
すべ
て
文
部
省
の
検
定
をパ
ス
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん 。
当
初 、

教
科
書
の
検
定
は、
誤
植
や
記
述
の
明
ら
か
な
誤
り
を
チz
y
ク
す
る
だ
け
の
も
の
で
し
た 。
と
こ
ろ
が 、
一
九
五
五
年

に
当
時
の
政
権
党
だ
っ

た
民
主
党
（
後
に
自
由
党
と
合
同
し
て
自
由
民
主
党
と
な
る〉
が
「
う
れ
うべ
き
教
科
書
の
問

題」
と
姐
し
た
文
書
を
発
行
し 、
教
科
書
が
「
偏
向」
し
て
い
る
と 、
批
判
の
キ
ャ
γ
ベ
l
γ
を
行
い
ま
し
た 。
次
に
教

科
書
に
た
い
す
る
規
制
が
強
まっ
た
の
は、
一
九
八
0
年
代
の
こ
と
で
す。
一
九
七
九
年
に
石
井一
朝
氏
が
「
新・
憂
う

一
九
八一
年
に
は、
森
本
真
章
氏 、
滝
原
俊
彦
氏
が
『
疑

問
だ
ら
け
の
中
学
校
教
科
書』
（ラ
イフ
社〉
を
出
し
ま
す。
こ
れ
を
機
に
教
科
書
検
定
は
い
っ

そ
う

厳
し
さ
を
増
し 、
日

中
戦
争
や
太
平
洋
戦
争
で
日
本
軍
が
行っ
た
残
虐
行
為
や 、
沖
縄
戦 、
原
子
爆
弾
の
被
害
な
ど
の
記
述
に
厳
し
い
規
制
を

加
え
ま
し
た 。
こ
の
こ
と
が
ア
ジ
ア
の
国々
か
ら
激
し
い
批
判
を
受
け 、
国
際
問
題
に
ま
で
なっ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し

ベ
き
教
科
書
の
問
題」
を
雑
誌に
発
表
し
た
の
に
つ
づ
い
て 、

第 7j堂 平和を創 る

い
と
こ
ろ
で
す。

学
習
指
導
要
領
と
教
科
書
検
定
の
移
り
変
わ
り
ゃ 、
そ
の
背
景
に
あ
る
政
治・
経
済
の
動
き
に
つ
い
て
は、
良
書
が
数

多
く
あ
り
ま
す
の
で 、
そ
れ
ら
を
用
い
て
学
習
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す〈
巻
末
参照） 。
と
こ
ろ
で 、
ど
の
よ
う
な

内
容
が 、
教
科
書
検
定
で
そ
ん
な
に
厳
し
い
規
制
を
受
け
る
の
で
し
ょ
う
か 。
こ
の
点
を
少
し
具
体
的
に
見
て
み
ま
し
ょ

Aノ 。
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表
刊1
1
は、
江
口
圭一
氏
が
自
ら
も
執
筆
し
た
教
科
書
の
検
定
結
果
を
示
し
た
も
の
で
す
（
江口
圭一
ご
五
年
戦
争
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表W- 1 文部省検定でつけ られた意見 の分野 ご と の比較

ベ・ － ；；区 分 数章 数 比率（%〉 A B I 磁 器 1 －－：. － ；；当意見 怠見 り 意見数

原始 古代 4 78 23. 0 70 82 152 17. 5 1 . 95 

中 世 2 52 15. 3 49 83 132 15. 2 2. 54 

近 世 2 80 23. 6 87 113 200 22. 9 2. 50 

幕末～ 日 露戦後 2 66 19. 5 76 79 155 17. 8 2. 35 

第一次大戦～現代 3 63 18. 6 95 136 231 26. 6 3. 67 

合 計 I 13 I 却 ioo. o I 抑 制 I s10 肌 0 2. 57 

表班－ 2 教科書検定で中学校の歴史教科書が書 きかえ られた例
検 定 前 検 定 後

南京占領の さ い， 日 本軍は中国軍民 南京占領の さ い の混乱の なかで，

南 多数を殺害， 暴行 ・ 略奪 ・ 放火を お こ 日 本軍は中国軍民多数を殺害 し ， 南

京 な い ． 南京大虐殺 と し て 国際的非難を 京大虐殺 と し て 国際的非難をあびた．

大 あびた． 中国人の犠牲者教は20万人に 中国寧のはげ し い抵抗にあい ， 日

虐 のぼ る と いわれ る ． 本軍の損害 も 多 し こ れに激昂 し た

殺 南京を 占 領 し た 日 本軍は， 多 く の非 日 本軍は， 南京占 領の さ いに多数の

験闘 員を虐殺 し ， 国際的な非難を う け 中国軍民を虐殺 し ， 国際的な非難を
fこ． う けた．

強要IT 

少な く と も 60万人以上の朝鮮人， 約 5 日 本軍に連行 さ れ強制l労働 さ せ ら

万人の中国人が 日 本本土に強制的に連 れた中国人 も 約 4 万人を数えた．

行 さ せ られた．

「 日 本の中国侵略J C見出 し〉 「満州事変 ・ 上海事変」

侵 「 日 本 の中国侵略」 （ 日 本の 占 領地域 と 「 日 本の中国侵入」
「満州国」 の範囲を示 した地図の説明〉

「 ド イ ツ ・ イ F リ ア の対外侵略」 〈見出 「 ド イ ツ ・ イ タ ロ ア の対外侵略」 〈そ
略 し〉 の ま ま 〉

「満州への侵略に始 ま っ た15年戦争は」 「 こ う した峨争は」

f中 ま た ， 戦闘 の じ ゃ ま に な る な どの理由 削除

純 で， 約 800 人の沖縄県民が 日 本軍の手

戦 で殺害 さ れた．

資斜〉 『民研教育時報』 第 4 号. 1982年11月 . 5 ベ ー タ．
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表班－ 3 教科書検定で高校の現代社会教科書が書 き か え ら れた例

検 定 前 指 示 の 内 容 検 定 後

自 衛隊 も ， そ の後， 数次 自 衛隊の兵力順位は各 自 衛隊 も ， その後， 数次

自 にわた る 防衛力 の整備を 国 と 比べ， 必ず し も 高 にわた り 防衛力整備計画
へて しだ いに増復 さ れつ く な い． 走願制な ので をへて し だ いに増強 さ れ

衛 づけ， 世界で も 有数の防 徴兵制lの国に比ぺ人件 つづけ， こ んに ち に お よ

衛力 （軍事力〉 を も つに 費がかか る ． 世界有数 ん でい る ．

隊 いた っ て い る ． の防衛力 と は必ず し も

言えない．

1951 （昭和26） 年， 日 本 日 米安保条約は， わが 1951 （昭和26） 年， 日 本

政府は， ア メ リ カ と の あ 国の平和 と 安全のため 政府は ア メ リ カ と の あ い

日 いだ に 日 米安全保障条約 に結ぼれた こ と を理解 だ に 日 米安全保障条約を

米 をむすび， ア メ リ カ 箪の さ せ る 必要があ る ． 原 むすび， 「極東に お け る

駐留を認め ， 基地 〈施設 稿は一面的 ， 目 的を書 国際の平和 と 安全」 お よ
安 お よ び区成〉 を提供す る かない と ， なぜ基地を び 「 日 本国 の安全」 のた

保 こ と に な っ た． 提供す る こ と にな っ た め に ， ア メ リ カ 軍の駐留

のか， 理解出来ない． を認め ， 基地 （施設 お よ

び区域〉 を提供す る こ と

に な っ た ．

ユ ュ ー ジ ー ラ γ ドやわが 国の政策 と し て行 っ て ニ ュ ー ク ー ラ γ ド の よ う

反 国 の神戸市の よ う に ， 核 し 、 る ニ ュ ー ク ー ラ γ ド に， 該兵穏を積んでい る

核 兵穏を積んでい る 疑いが の寄港拒否 と 外交権を 疑いがあれば， そ の艦船

運 あれば， そ の樹首の寄港 持た な い一地方公共団 の寄港を拒否す る 国 も あ

動 を拒否す る 圏全車車 も あ 体の対応を同列で扱 う らわれた． （神戸港 の 写
らわれた． の は適切でない． 真 と 決議文は削除〉

資料〉 『朝 日 新聞』 1987年 7 月 1 日 〈下線部分修正箇所〉．
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の
教
科
書
記
述と
検
定」
『
科
学と
思
想』
四
七
号 、
新日
本出
版
社 、
一
九八
三
年 、
二
七
J四

Oベ
ー

タ）。

表
中
の
A
意
見
と
は、
そ
の
意
見
に
従っ
て
必
ず
修
正
し
な
く
ては
な
ら
な
い
も
の
で
す。
B
意
見
と
は、
改
善
が
望

ま
し
い
と
い
う
意
見
で
す
が 、
実
際
に
は
A
意
見
と
大
差
の
な
い
扱
い
を
受
け
て
い
ま
す。
全ペ
ー

ジ
数
の
う
ち
で
し
め

る
割
合
が
低
い 、
第一
次
世
界
大
戦
か
ら
現
代
に
い
た
る
時
期
の
記
述
に
最
も
多
く
の
意
見
に
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す。
文

部
省
が
近・
現
代
史
の
記
述
に
非
常
に
神
経
質
に
なっ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す。
表
刊1
2
は、
文
部
省
検
定
を

受
け
て
中
学
校
の
教
科
書
が
書
き
換
え
ら
れ
た
実
例
で
す〈『
民
研
教
育
時
報』
第四
号 、
国
民
教
育
研
究
所 、
一
九八二
年 、
五

ペ
ージ〉 。

一
五
年
戦
争
の
侵
略
的
性
格 、
残
虐
さ 、
悲
惨
さ
を
具
体
的
に
描
こ
う
と
し
た
記
述
が
規
制
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す。

表
四l
3

は、
高
校
の
現
代
社
会
の
教
科
書
の
検
定
前
と
検
定
後
を
比
較
し
た
も
の
で
す
（『
朝日
新
聞』
一
九八
七
年七

月一
日
付 、
第四
面〉 。
今
度
は、
文
部
省
の
指
示
も
示
し
て
あ
り
ま
す
が 、
内
容
を
見
て
み
る
と
政
府
の一
方
的
言
い
分

そ
の
も
の
で
す。
文
部
省
は、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
高
校
生
に
教
え
込
も
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す。
こ
れ
は
も
う 、

検
定
と
い
う
よ
り
は、
「
検
閲」
と
い
っ

た
方
が
い
い
よ
う
な
や
り
方
で
す。

こ
の
よ
う
に
私
た
ち
は
学
習
指
導
要
領
と
教
科
書
検
定
に
よ
っ
て
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
た
教
科
書
に
よっ
て 、
戦
争

と
平
和
に
か
ん
す
る
認
識
を
閉
ざ
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
す。

今
や 、
日
本
国
民
の
ほ
と
ん
ど
が
九
J一

二
年
の
学
校
教
育
を
経
験
す
る
時
代
と
な
り 、
そ
の
影
響
力
は
私
た
ち
の
発



達
を
決
定
し
て
し
ま
う
ほ
ど
大
き
く
なっ
て
い
ま
す。
そ
の
学
校
教
育
の
な
か
で 、
今
の
政
権
党
に
つ
ご
う
の
よ
い
考
え

方
を、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
身
に
つ
け
て
し
まっ
て
い
る
の
で
す。
こ
こ
で
は、
授
業
と
教
科
書
の
問
題
に
し
ぼ
り

ま
し
た
が 、
例
え
ば 、
あ
な
た
が
必
死
で
取
り

組
ん
だ
入
学
試
験
の
内
容
に
も 、
政
府
の
見
解
が
巧
み
に
入
り
込
ん
で
い

（
2）

 

る
の
で
す。
さ
ら
に
広
く
見
る
と 、
私
た
ち
の
接
す
る
あ
ら
ゆ
る
メ
デ
ィ

ア
の
な
か
に
そ
れ
は
入
り
込
ん
で
い
て 、
さ
な

が
ら 、
私
た
ち
の
認
識
を
閉
ざ
す
「
巨
大
な
し
く
み」
が
で
き
あ
がっ
て
し
まっ
て
い
る
よ
う
で
す。
「
風」
か
ら
私
た

ち
の
日
を
そ
ら
さ
せ
る
こ
の
「
し
く
み」
が 、
ま
す
ま
す
複
雑
に 、
精
巧
に
さ
れ
て
き
て
い
る
と
す
れ
ば 、
そ
の
傾
向
自

体
が 、
私
た
ち
に
吹
き
寄
せ
る一
つ
の
無
気
味
な
「
風」
と
言
え
る
で
し
ょ
う 。
こ
の
よ
う
な
「
風」
の
な
か
で 、
あ
な

た
は
何
を
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
？

四

平
和
を
創
る

U P 章 平和を創 る

務
い
ま
「
動
き
始
め
る」
こ
と

こ
こ
ま
で 、
今
の
あ
な
た
に
吹
き
寄
せ
て
い
る
き
な
臭
い
「
風」
の
正
体
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
き
ま
し
た 。
少

な
い
紙
面
の
な
か
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
盛
り
込
み
す
ぎ
た
か
な 、
と
い
う
気
も
し
ま
す
が 、
そ
の
正
体
は
見
え
て
き
た

で
し
ょ
う
か 。

2 I I  

「
自
分
は
何
か
大
き
な
も
の
に
操
ら
れ
て
い
る
の
で
は」
そ
ん
な
不
安
を
感
じ
た
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。
青
年
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の
目
指
す
人
間
像の
中心
的
側
面
は
「
精
神
的な
自
律」
と
「
生
活
的な自
立」
で
ある
と
言
うこ
と
が
で
きる
で
しょ

う 。
つ
ま
り 、
自分
の
決
定に
よっ
て
行
動し
たい 、
自
分
の
力で
生
活
し
たい
とい
うこ
と
で
す（荒尾貞一 、
菊地則

行
「
青
年の
『お
と
な』
像に
関
す
る
研
究」
『
北
里
大
学
教
職
課
程
研
究
年
報』
第
八
号 、
一
九
八
五
年、
同
「
青
年
期
の
人
間
像と

『
お
と
な』
志
向
性
の
研
究」
『
北
里
大
学
教
職
課
程
研
究
年
報』
第
九
号 、
一
九
八
五
年
三
と
こ
ろ
が 、
前
の
節
で
紹
介
し
た
巨
大

な
「し
く
み」
は、
こ
の
「
自
立」 、
「
自
律」
を
阻
害し
て
し
ま
うの
で
す
か
ら、
青
年が不
安・
不
満を
抱
くの
は
む

し
ろ
自
然な
こ
と
で
しょ
う 。

ま
た 、
「こ
れ
だ
けで
は、
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い」 、
「
状
況
は一
応
わ
かっ
た
け
ど 、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
わ
か

ら
ない」 、
「
知っ
て
い
るこ
と
ば
か
り
でつ
ま
ら
な
かっ
た」
といっ
た
感
想
も
ある
で
しょ
う 。
い
ず
れに
し
ろ
確か

なこ
と
は、
どの
人に
とっ
て
も、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず 、
気づ
い
て
い
て
もい
な
くて
も 、
今 、
核
戦

争の
危
機 、
平
和の
危
機が 、
平
等に
ふ
り
か
かっ
て
い
る
とい
うこ
と
で
す 。
その
な
か
に
あっ
て 、
あな
た
が 、
「
戦

争
な
ん
か
で
犬
死に
し
た
くな
い」 、
「こ
れ
か
らの
自分
の
人
生
を
充
実し
た
もの
に
し
たい」
と 、
多
少な
り
と
も
思

っ
て
い
る
と
し
た
ら、
さ
さい
な
こ
と
で
も
い
い
か
ら、
今 、
「
動
き
始
め
る」
とい
うこ
と
が
必
要で
はな
い
で
しょ

うか 。
何
年か
の
後に 、
「
あの
時
反
対し
て
お
け
ば
よ
かっ
た
ん
だ」
と
後
悔し
た
り 、
「
その
時 、
お
母
さん
ハお
父

さ
ん〉
は
何
を
し
て
い
たの
？」
と
自分
た
ちの
子
ど
もに
言
わ
れ
る
よ
うな
こ
との
な
い
よ
うに 。



綴
は
じ
め
の一
歩

し
か
し 、
「
動
く」
と
言っ
て
も 、
何
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
しょ
う
か。
そ
れ
を
考え
る
上で 、
例
え
ば 、

さ
ん
と
同
じ

世
代の
青
年
た
ち
が
ど
ん
なこ
と
を
し
てい
る
の
か、
具
体
的に
見て
み
ま
しょ
う 。

み
な

和
光
大
学の
教
育心
理
学の
授
業
は
「
発
達・
平
和・
教
育」
とい
う
ユ
ニ
ー
ク
な
テ
lマ

を持っ

て
い
ま
す 。
受
講
生
は、
毎
年 、
夏
休み
を
利
用し
て 、
父
母
や
祖
父
母に
イγ
タ
ピュ
ー

を
実
施し
て 、
戦
争
体
験

を
聞
き
取
り 、

合
わ
せ
て
郷
土の
歴
史 、
戦
争の
歴
史
も
調べ
て
戦
争
体
験ル
ポ
ル
タ
ー

ジュ
と
し
て
文
集に
まと
め

ケ
ー

ス
1

て
い
ま
す 。

第 7 章 平和を創 る

長
崎
総
合
科
学
大
学の
建
築
学
科の
日
比
野ゼ
ミ

で
は、
建
築とい
う
専
門
を
社
会に
結び
付
ける

意
欲
的
な
試み
をい
ろい
ろ
と
やっ
て
い
ま
す 。
一
九
七
七
年に
は、
被
爆
者の
渡
辺
知
恵
子
さ
ん
と
出
会い 、
重
度

の
障
害
を
持つ
彼
女が
独
力で
生
活で
き
る
よ
う
な
住
宅
を
設
計
し 、
実
現さ
せ
ま
し
た 。
ま
た 、
翌
年に
は
外
国
人

被
爆
者の
問
題に
か
か
わっ
てマ
スコ
ミ

の
依
頼で
捕
虜
収
容
所
を
模
型で
再
現
する
といっ
た
作
業
をひ
き
う
けた

り
して
い
ま
す（日比野正己『学生時代熱中宣言』
講談社 、
一
九八五
年〉 。

ケ
ー
ス
2
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戦
争の
準
備と
し
て
制
定が
ね
ら
わ
れて
い
る
国
家
機
密
法とい
う
もの
が
あ
り
ま
す 。

年 、
明
治
大
学
雄
弁
部で
は、
国
家
機
密
法
制
定
反
対
キャ
ンペ
ーン

の
遊
説
ハ
街
頭
演
説〉 、
津田
塾
大で
は
「
防

諜
探
偵
団マ
ル
秘グッ
ズ
展」 、
実
践
女
子
大で
は、
国
家
機
密
法
を
考
え
る
学
生
交
流
会
と
し
て
ハ
γ
ス
ト

な
ど
を

企
画し 、
創
価
大で
は、
マ
スコ
ミ

論の
ゼ
ミ

が
三
大
新
聞の
機
密
法
報
道の
比
較
を
し
た
り 、

署
名
運
動に
取り
組

ケ
ー
ス
3

一
九
八
七



214 

むな
ど 、
多
彩な
取
り

組み
を
し
て
い
ま
す（『世界』
一
九八七年五月号 、
岩波書店三や

り
方が
ある
こ
とに
気づ
くの

で
は
ない
か
と
思い
ま
す 。
平
和
運
動とい
う
と 、
「ア
プ
ナ
イ」
と
か、
特
殊な
考
え
方の
人がハ
チマ
キ
し
め
て 、こ

ぶ
し
を
ふ
り
あ
げて：：：
とい
う
イメ
ー

ジ
が
先に
きて 、
な
ん
とな
く 、
あ
る
い
は
露
骨に
敬
遠し
た
くな
る
人
もい

る
の
で
は
ない
か
と
思い
ま
す 。
し
か
し 、
そ
も
そ
も
平
和の
た
め
の
活
動
とい
うの
は、
戦
争で
死ん
だ
り

平
和な
生

活
を
乱
さ
れ
た
くな
い
とい
う
人な
ら
誰で
も
参
加で
きる
もの
で
あ
り 、
決
まっ
た
型が
ある
わ
けで
も
あり
ませ
ん 。

で
は 、
新し
い
時
代
を
生
き
る
世
代に
ふ
さ
わ
し
く 、
あな
た
も
回
りの
仲
間
も
参
加し
た
く
な
り 、
し
か
も、
平
和

を
創
り
出
す
現
実の
力に
な
る
よ
うな
活
動と
は
ど
ん
な
もの
で
しょ
う
か。
全
国の
事
例
を
も
とにし
て 、
筆
者な
り

こ
こ
に
紹
介し
た
ケ
l

ス
はほ
ん
の一
例に
す
ぎ
ませ
ん
が 、
い
ろい
ろ
な
発
想 、

の
イメ
ー

ジ
を
ま
と
め
て
み
る
と 、
こ
ん
な
風に
な
り
ま
す 。

キ

当
世
風
平
和
活
動の
勘どこ
ろ

ま
ず 、
楽
し
も
う

平
和
を
創
り
出
す
活
動
は
そ
も
そ
も
楽しい
もの
で
す 。
想
像
力と
創
造
力
を
働か
せ
て 、
新しい
社
会 、
人
間
関
係

の
イメ
ー

ジ
を
あ
れこ
れ
考え
て
み
る、
話し
合っ
て
み
る、
その
夢を
実
現し
てい
く
と
ワ
ク
ワ
ク
する
よ
うな
楽し

さ
が
あ
り
ま
す 。
ま
た 、
具
体
的に
何
か
を
する
時
も、
先の
津
田
塾
大の
「
防
諜
探
偵
団
J」

の
よ
うなユ
ー

モ
ア
の

セ
γ
ス
を
発
揮し
た
り 、
「
反
核
ジ
ャ

ズコ
γ
サ
I
ト」
と
か
「
平
和カッ
プ
争
奪
ボ
ー
リン
グ
大
会」
といっ
た
よ
う

そ
の
1



に
ま
ず
楽し
め
る
企
画で
きっ
か
け
を
作る
とい
う
発
想で
もい
い
と
な
る
と 、
少し自
分に
近づ
い
て
くる
の
で
は
な

い
で
しょ
うか 。

そ
の
2
と
り
あ
え
ず 、
足
も
と
か
ら
始
め
よ
う

戦
争
は
人
間の
営み
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
もの
を
巻
き
込ん
で
し
まい
ま
す 。
逆に
言
え
ば 、
日
常
生
活の
どこ
か
を

第 7 章 平和を創 る

切
り

取る
と 、
そ
れ
は
必
ず
といっ
て
い
い
ほ
ど
戦
争
と
平
和の
問
題につ
な
がっ
て
い
き
ま
す 。
だ
と
す
れ
ば 、
と
り

あ
え
ず
興
味の
あ
る
こ
と
か
ら
始め
て
み
れ
ばい
い
の
で
す 。
すべ
ての
人が
い
きな
り

政
治
問
題に
首を
突っ
込
むこ

と
は
ない
の
で
す 。
も
し 、
あ
な
た
が 、
大
学に
い
る
と
す
れ
ば 、
自
分
の
専
攻
する分
野が
かつ
て
戦
争と
平
和に
ど

の
よ
うに
使わ
れ
た
か
な
ど
を
調べ
て
み
る
とい
うの
も一
つ
の
手で
す 。
ま
た 、
自
分
が
中
学・
高
校
時
代に
使っ
た

教
科
書
や
家
庭
教
師
先の
子
ど
もの
教
科
書に
第三
節で
問
題に
なっ
た
事
項が
ど
の
よ
うに
書か
れ
てい
る
か 、
ちょ

っ
と
め
くっ
て
見るこ
と
か
ら
始
め
て
もい
い
で
しょ
う 。
あるい
は、
もっ
と
積
極
的に
専
門
を
平
和の
側に
活か
し

た 、
前
述の
日
比
野ゼ
ミ

の
よ
うな
活
動
も
面
白い
で
しょ
う 。

そ
の
3

マ
ル
秘
情
報に
強
くな
ろ
う

21 5 

私
た
ち
は
た
い
せつ
なこ
と
を
意
外に
知
り
ませ
ん 。
こ
の
章の
2
節 、
3

節で
は
そ
れ
を
問
題に
し
て
き
ま
し
た 。

軍
事
機
密の
よ
うに
権
力
を
握っ
て
い
る
者
が
意
図
的に
隠し
てい
る
情
報
も
あ
り
ま
すし 、
日
比
野ゼ
ミ

の
か
か
わっ
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た
外
国
人
被
爆
者の
問
題の
よ
うに
な
ん
と
な
く

埋
も
れて
し
まっ
て
い
る
情
報
も
あ
り
ま
す 。

に
注
意
するこ
と
は
たい
せつ
で
すが 、
そこ
か
ら
さ
らに
漏
れ
る
情
報
が
必
ず
あるこ
と
に
も
注
意
を
し
な
け
れば
な

り
ませ
ん 。
先の
創
価
大
学の
ゼ
ミ

の
よ
うに

複
数の
新
聞
報
道
を
比
較
す
るこ
と
も
有
効な
方
法で
す 。

マ
スコ
ミ・

新
聞
報
道

そ
の
4

「
し
くみ」
を
知ろ
う

断
片
的な
情
報
は
た
く
さん
持っ
てい
て
も 、
整
理
する
視
点が
な
い
と
イ
ザ
とい
う
時
役に
立
た
な
い
もの
で
す 。

世の
な
か
や
人
間の
動
く

仕
組
み・
法
則を
知
る
必
要が
あ
り
ま
す 。
平
和
を
創
造
する
道
筋を
探し
出
すに
は
社
会
科

学
や自
然
科
学の
成
果
を
学ぶ
必
要が
あ
り
ま
す 。
思い
込み
ゃ一
時の
感
情
論で
は
平
和
を
創
造し
てい
く
展
望
は
生

ま
れ
てこ
な
い
で
しょ
う
し 、
多
くの
人
と
手
をつ
な
い
で 、
有
効な
運
動
を
作るこ
と
はで
きな
い
で
しょ
う 。

そ
の
5
タ
テ・
ヨ
コ
に
つ
な
が
ろ
う

個
人
的に
い
ろ
い
ろ
やっ
て
み
るこ
と
も
大
切で
すが
二
人 、
三
人と
仲
間
が
増
え
れ
ば 、
情
報
も
視
点
も
増え
ま
す 。

情
報
集め
や
学
習
は、
読
書
会、
ゼ
ミ 、

研
究
会、
サ
ー
ク
ル
な
どに
参
加
し
た
方が
豊か
に
な
る
で
しょ
う 。自
分の

関
心
に
合
う
もの
が
な
け
れ
ば 、
自
分
で
その
場
を
作
れ
ば
良い
の
で
す 。

その
際 、
興
味を
同
じ
く

する
同
年
代の
仲
間
ハヨ
コ〉
と
や
るこ
と
も
た
い
せつ
で
すが 、
戦
争
体
験を
持つ
大
人

の
世
代
や
逆に
中
二両
校
生の
世
代
ハタ
テ〉
とつ
な
が
る
と
視
野が
いっ
そ
う

広が
り 、
勇
気づ
け
ら
れ
るこ
と
も
多



ケ
ース
1
の
和
光
大
学の
よ
う
な
戦
争
体
験の
聞
き
取
り
を
おこ
なっ
た
り 、

各
地の
高
校
生の
「
平
和ゼ

ミ
ナ
ー

ル」
に
参
加し
て
み
るの
も
手で
す 。

い
の
で
す 。

意
思
表
示
を
し
よ
う

い
ろ
い
ろ
勉
強し
て
スパ
ラ
シ
イこ
と
を
考え
て
い
て
も 、
黙っ
て
い
た
ら
伝
わ
り
ませ
ん 。
と
り

わ
け
政
治をつ
か

そ
の
6

さ
どっ
て
い
る
人に
は。
イ
ヤ
なこ
と
は
「
イヤ」
と
声に
出
し 、
行
動に
現
さ
ない
と 、
黙
認
さ
れ
た
と
見な
さ
れて

し
まい
ま
す 。
前
述のコ
シ
サ
l
ト

や
街
頭
演
説の
よ
う
な
企
画
も一
つ
の
社
会
的アピ
ール

の
仕
方で
しょ
う 。

署
名

や
デモ
やス
ト
ラ
イ
キ
も
主
権
者
と
し
て
の
たい
せつ
な
権
利で
す 。
し
か
し、
な
に
よ
り
も
簡
単で 、
な
に
よ
り
も
直

第 7 章 平和を創 る

接に
政
治に
影
響を
与
え
ら
れ
る
手
段
を
私
た
ち
は
持っ
て
い
ま
す 。
そ
れ
は
選
挙
権で
す 。
今の
議
会
制
民
主
主
義の

社
会で
は、
政
治
家
は一
人の
例
外
も
な
く 、

選
挙で
選ば
れ
ま
す 。
国
民が
戦
争に
つ
な
が
る
政
策を
か
か
げる
候
補

者に
投
票し
な
け
れ
ば 、
その
よ
うな
政
治
家
はい
な
く
な
るの
で
す 。
実
際に
は、
政
策の
見
極
め
は
難しい
の
です

が 、
その
見
極め
の
力
をつ
けて 、
こ
の
せっ
か
くの

権
利
を
有
効に
使
うこ
と
は、
もっ
と
ま
じ
め
に
考え
てい
い
こ

と
で
しょ
う 。
あ
と
て
二
年
後に
選
挙
権
を
獲
得
す
る
人
も 、
今か
ら
選
択
眼
を
養っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す 。

21 7 

こ
ん
な
調
子で
考え
て
み
る
と 、
ま
だい
ろい
ろ
な
ア
イ
ディ
ア
が
出て
く
るこ
と
で
しょ
う 。
あ
な
たに
もで
き
る

活
動 、
あ
な
た
に
し
か
で
き
ない
活
動が
きっ
と
ある
は
ずで
す 。
ぜ
ひ
考
え
て
み
て
く
だ
さい 。
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総
平
和
を
創
ろ
う

一
般に
は
「
平
和
を
守る」
とい
う
言
葉の
方が
な
じ
み
が
ある
か

も
し
れ
ませ
ん 。
し
か
し 、
こ
の
表
現
は、
守るべ
き
「
平
和」
が
既に
ある
場
合に
使わ
れ
るべ
きで
す 。
こ
こ
まで

読
み
進め
て
き
た
あな
た
は、
「
今
は
平
和だ」
と
言い
切
れ
る
で
しょ
うか 。
もし 、
平
和
が
脅か
さ
れてい
る
の
が

現
実の
姿だ
と
し
た
ら、
私
た
ち
は
平
和
を
「
守る」
の
で
は
な
く 、
こ
れ
か
ら
創
り
出し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ませ

ん 。
あな
た
が 、
い
ま 、こ
の
平
和の
創
造に
少し
で
もか
か
わ
る
と
し
た
ら、
そこ
に
は
二つ
の
意
味が
あ
り
ま
す 。

一
つ
は
「
自
分
を
創る」
とい
う
意
味で
す 。
こ
の
本
全
体を
通し
て
見て
きた
よ
う
に、
あな
たの
今い
る
青
年
期

は 、
人
生の
な
か
で 、
主
権
者
と
し
て
の
力
をつ
けて
「
自
立」
「
自
律」
を
目
指
す
時
期 、
ま
だ
価
値
観の
形
成の
途

上に
あ
り、
「
理
想」
な
ど
とい
う
もの
を
臆
面
す
るこ
と
な
く
語
れる
時
期で
す 。
戦
争と
平
和の
問
題に
は、
人
間

の
権
利 、
尊
厳 、
価
値
観 、
生
き
方の
問
題
が
凝
縮
さ
れ
て
い
ま
す 。
で
す
か
ら、
平
和の
創
造
に
取り
組
む
とい
うこ

と
は、
青
年
期に
こ
そふ
さ
わ
しい
知
的で
ア
ク
ティ
ブ
な
作
業で
あ
り 、
こ
れ
か
らの
あ
な
たの
人
生
を
充実
さ
せ
る

大
き
な
支え
に
なっ
て
い
くこ
と
で
しょ
う 。

こ
の
章の
テ
lマ

は
「
平
和
を
創る」
で
し
た 。

も
う一
つ
は、
「
歴
史を
創る」
とい
う
意
味で
す 。
人
聞
は、
自
分の
手
で
作り
出
し
た
もの
に
よっ
て
自
ら
を
滅

ぼ
し
て
し
ま
うか
も
し
れな
い
とい
う 、
人
類
史
上かつ
て
な
かっ
た
大
き
な
危
機に
直
面
し
て
い
ま
す 。
こ
の
よ
う
な

歴
史
的な
時
期に 、
こ
の
危
機の
ゆ
く
えの
カ
ギ
を
握っ
て
い
る
若い
世
代
が 、
現
在の
危
機
を
も
た
ら
し
た
責
任を
持

っ
て
い
る
大
人
世
代
と
共
同
し
て
平
和
創
造の
仕
事を
始め
る
な
ら
ば 、
地
球
と
人
類の
まっ
た
く

新しい
歴
史
を
創り



出
すこ
と
が
で
き
る
で
しょ
う 。

そ
して 、
その
きっ
か
け
をつ
く
る
の
は
ほ
か
の
誰か
で
は
な
く 、
あ
な
た
自
身
なの
で
す 。
あ
な
た
が
動
き
始
め
る

の
を
見て 、
あ
な
たの
気づ
か
ない
とこ
ろ
で
きっ
と誰か
が
励
ま
さ
れ 、
動
き
始め
るこ
と
で
しょ
う 。

そん
な
思い
を
込め
て
書か
れ
たこ
の
章が 、
あ
な
た
に
とっ
て
平
和
創
造の
「
は
じ
めの一
歩」
や
「
さ
ら
なる一

歩」
の
きっ
か
けに
な
るこ
と
を
願っ
て
や
み
ま
せ
ん 。
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ハ1〉
国
民
教
育
研
究
所が
一
八
六
九
人
の
中
高生
に
実施
し
た
調
査に
よ
る
と、
七
五
万
が
「日
本
が
核
戦
争
に
ま
きこ
ま
れ
る

危
険に
つ
い
て」
考
え
るこ
と
が
あ
る
と
答
え
て
い
ま
す
（
国民
教
育
研
究
所
員
研
時
報』
第
一八
号 、
一
九
八
六
年〉 。ま

た、
九
四
一
一
人
の
高
校
生
を
対
象
とし
た
高
教
組
の
調
査で
も 、
六
八
・

四
%が
「
核
戦
争が
引き
起こ
さ
れ
る
危
険が
あ
る

と
思
う」
と
答
え
て
い
ま
す
ハ日
本
高
等
学
校
教
職
員
組
合
呈向
教
組
時
報』
第
六
八
号 、
一
九
八
七
年〉 。

（2〉
一
九
八
七
年一
二
月
二
四
日 、
教
育
課
程
審
議
会は
「
幼
稚
園 、
小
学
校、
中
学
校
及び
高
等
学
校
の
教
育
課
程
の
改善
に

つ
い
て
（
答
申
ど
を
文
相に
答
申し
ま
し
た。
答
申は 、
高
校
社
会
科を
「
地
歴
科」
と
「
公
民
科」
に
再
編し、
世
界
史を

必
修
と
す
る
と
し
て
い
ま
す。
答
申は
新
学
習
指
導
要
領に
具
体
化
さ
れ、
幼・
小・
中で
は 、一
九
八
八
年
九
月
告
示 、
一
九

九
三
年
ま
で
に
全
面
実
施 、
高
校
で
は 、一
九
八
九
年
四
月
告
示 、
一
九
九
四
年
か
ら
学
年
を
追っ
て
実
施
の
予
定で
す 。
歴
史

を
学
ば
ずに
高
校
を
卒
業
す
る
可
能
性は
な
く
な
り
ま
す
が、
そ
の
ね
ら
い
に
再
三
再
四
現
わ
れ
る
「
国
際
社
会に
生
き
る日
本

人」
とい
う
表
現に、
かつ
て
日
本
を
戦
争
に
巻
き
込
ん
で
いっ
た
日
本
中
心
主
義の
危
険を
感
じ
ま
す 。
「
現
代
社
会」
は
選

択
科目
と
な
り
ま
す
が、
「
地
歴
科」
とは
区
別
さ
れ
た
「
公
民
科」
に
入
れ
ら
れ、
歴
史
と
分
離
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
態に

変化
は
あり
ま
せ
ん
ハ
新
学
習
指
噂
要
領が
実
施
さ
れ
る
ま
で 、
歴
史
を
学ば
ずに
高
校
を
卒
業
す
る
可
能
性は
残
り
ま
す〉 。

ハ3〉
一
九
八
四
年
の
共
通一
次
試
験に
次
のよ
う
な
問
題か
出
さ
れ
ま
し
た。
「
正
解」
は 、
核
兵
器
保
有
を
容
認
す
る
内
容
を

219 
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含む
＠で
あり、
こ
の
よ
う
な
出
題は
独
断
的
な
政
府
見
解の
押し
付
け
に
は
な
ら
ない
で
しょ
う
か。

共
通
一
次
試
験
（
一
九
八
四
年〉
の
「
非
核
三
原
則」
に
かん
す
る
問
題

問4
わ
が
国が
とっ
て
い
る
非
核
三
原
則に
か
ん
す
る
記
述
と
し
て
正
し
い
も
の
を 、
次
の
①
J

④
か
ら一
つ
選べ。

①
非
核
三
原
則
の
内
容は 、
核
兵
器
を
「
作ら
な
い」 、
「
持た
な
い」 、
「
用い
ない」
こ
と
の
三つ
を
指
す。

②
非
核
三
原
則は
部
分
的
核
実
験
停
止
条
約
の
批
准に
際
し
て
明
確に
示
さ
れ
た
原
則で
あ
る。

③
自
衛
の
た
め
の
小
型
核
兵
総
を
持つ
こ
と
は
違
憲で
は
な
い
が、
主
と
し
て
非
核
三
原
則
に
よ
り、
政
策
上
核
兵
器
を
保

有
し
ない、
と
い
う
の
が
政
府
の
見
解で
あ
る。

④
外
国軍
隊
に
よ
る
核
兵
器
の
国
内へ
の
持
ち
込
み
は 、
非
核
三
原
則に
触れ
ない
が、
日
米
安
保
条
約に
基づ
く
事
前
協

議
の
対
象
と
な
る、
と
い
う
の
が
政
府
の
見
解で
あ
る 。

ハ
注〉
出
題
者は
③を
正
解
と
す
る。

（
出
典）
前
田
寿
夫
『
市
民
版
防
衛
白

書｜｜し
の
び
よ
る
戦
争
の
恐
怖』
講
談
社
文
庫 、
講
談
社 、

一
八
一ペ
ー

ジ。

一
九
八
六
年、

〔
ニ
0
0
ペ
ー
ジ
の
平
和
ク
イ
ズ
解
答〕

Q1
｜山

／
Q2
｜ニ

（
江
口
圭一
『一
五
年
戦
争
小
申企
青
木
書
店 、
一
九
八
六
年
な
どに
よっ
た
が、
正
確
な
数は
不
明〉
／
Q3
｜

関
東
軍
第七一一一
一
（
ま
た
は
石
井〉
／
Q4a
｜八 、

六
b
l八 、

九
／
Q5a
！ニ、
b
｜ニ

〈「
被爆
の
実
相
と
被
爆
者
の
実
状」

『
一
九
七
七
N
G
O
被
爆
問
題シン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書』
よ
り。
一
九
四
五
年
内
の
死
亡
者に
限っ
た
が、
統
計に
よっ
て
大
き
な
ば
らつ

き
が
あ
り、
正
確
な
数
は
不
明）／
Q6
｜

治
安
維
持
／
Q7
｜
日
米
安
全
保
障
（ま
た
は
安
保）
（
第六
条
で
米
軍に
よ
る
施
設・
区
域



の
使
用
を
認め
て
い
る）
／
Q8a
｜

三、
b
ー

四 、
C
｜

一、
d
l一一

〈
数は 、
沖
縄
県
四
四 、
神
奈川
県
一
八 、
長
崎
県
一
一、
東

京
都
八 。
日
本
平
和
委
員
会
『
平
和
運動』
一
九
八
七
年
四
月
号よ
り〉
／
Q9a
l一

b
｜

二
ハ「N
A
T
O
基
準」
に
よ
る
試
算に

基づ
く
Il－－

九
八
七
年五
月
七
日
参
議
院
予
算
委
員
会
で
の
上
田
耕
一
郎
議
員
の
総
括
質
問よ
り）
／
Qm
l

持
ち
込
ま
せ
／
QU
ー

ハ
（『
読
売
新
聞』
一
九
八
四
年五
月
二
日
報
道
の
日
教
組
実
態
調
査よ
り〉
／
QU
l

二
前
回
寿
男
『
市
民
版
防
衛
白
書
講
談
社 、

一
九
八
六
年よ
り。
統
計に
よ
り
異
な
り、
正
確
な
数は
不
明〉

第 7 章 平和を創 る22I 



リ
ポ
ー
ト
的
「
平
和
を
創
る
」

を
読
ん
で
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そ
の
付

N
君
（幻
歳〉

全
体と
し
て
は
「
風」
を
感じ
る
｜

「
風」
の
正
体
ーな

ぜ
「
風」
に
気づ
か
ない
の
か
｜と

比
喰
的
表
現で
もっ
て

「
危
機」
を
表
現
し 、
読
者
に
その
深
刻
さ、
身
近
にせ
まっ
て
い
る
様を
う
たっ
て
い
る 、
その
ア
プロ
ー

チ
の
仕
方

は
す
ば
ら
し
い
と
思い
ま
す 。
全
体
的
に
読
み
や
す
く 、
知
ら
な
かっ
た
事
柄
も
あっ
たの
で 、
た
め
にな
り
ま
し
た 。

た
だ 、
語
り
か
け
る
とい
うこ
と
を
意
識さ
れ
た
文
体で
あ
る
の
で 、
どこ
と
な
く

大
学の
教
室
にば
ら
まか
れて
い

るピ
ラ
と
似た
文
章の
調
子
も
感じ
ま
し
た
（
あ
れ
ほ
ど
強
引
な
口
調
で
は
な
い
が） 。

－
節で
は 、
アユ
メ
l
ショ
γ
映
画
「
風が
吹
く
と
き」
の
な
か
の
ヒ
ル
ダ
に
似て 、
事の
重
大
さ
を
感じ
え
な
い
者

の
危
険
さ
を
感じ
ま
し
た 。
風
刺
的な
側
面
も
あ
り
そ
うな
の
で 、
その
映
画
を
ぜ
ひ
見て
み
たい
と
思いま
し
た 。

3
節で
は、
検
定
前・
後の
変
化の
様
子
や
「
文
部
省
検
定でつ
け
ら
れ
た
意
見の分
野ご
との
比
較」
な
ど 、
知
ら



な
かっ
たこ
と
も
多
く 、

知
ら
さ
れて
い
ない
事
実
を
もっ
と
知
り
たい
と
思い
ま
し
た 。
し
か
し、
ど
の
よ
うに
す
れ

ば
正
確に
知
るこ
と
が
で
き
る
か
につ
い
て
は、
4
節で
若
干
述べ
ら
れ
て
い
る
の
で
すが 、
も
う
少し
知る
方
法
を
知

り
たい
もの
で
す 。

4
節の
「
当
世
風
J」

が
当
を
得て
い
る
と
思い
ま
し
た 。
紙
面の
制
約で
しょ
う
が 、
も
う
少し
説
明が
ほ
し
かっ

た
所
も
あ
り
ま
す 。
例
え
ば 、
「
その
四」の
社
会
科
学
や
自
然
科
学の
成
果
と
は
具
体
的に
何を
イメ
ージ

す
れ
ば
よ

い
の
で
しょ
う
か 。

場事

著
者
か
ら
｜｜

説
明不
足
の
所
も
多い
の
で 、
引
用
文
献
や
巻
末
の
推
薦
図
書
な
ど
を
参
考に 、
ぜ
ひ 、も
う一

歩深め
て
み

て
くだ
さい。

そ

{::) 

の

第 7 章 平和を創 る

M
さ
ん
ハ一
八
歳〉

若
者
な
ど
が
「
風」
を
感
じ
てい
る
よ
うで
すが 、
その一
方で 、
戦
争へ
走
る
若
者
もい
る
なあ
な
ど
と
ちょっ
と

考
え
て
し
まい
ま
し
た 。
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「チェ
ッ

ク」
に
あっ
た
日
本の
軍
事
費につ
い
て
は、
教
科
書
で
は
世
界八
位
と
書い
て
あ
り 、
「こん
な
は
ず
は
な

い：：：」
と
思っ
て
い
ま
し
た 。
二
位
〈
社
会
主義
国
を
除
く〉
と
は
予
想
外で
し
た
が 、
逆に 、
「
やっ
ぱ
り：：：」

とい
う

気に
も
なっ
てい
ま
す 。
「
教
科
書と
は
真
実
を
教
え
る
た
め
の
もの
で
は
ない」
と
何か
で
読ん
だこ
と
が
あ
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る
け
れ
ど 、
背
筋が
ぞっ
と
し
ま
し
た 。
こ
れ
で
は
軍
国
主義
の
時
代の
教
育
と
同じ
で
す
！

高
校の
日
本
史の
授
業で
は
現
代
史を
詳し
く
や
り 、

教
科
書
検
定に
つ
い
て
も
触
れて
い
ま
し
た 。
検
定
後
は、
あ

た
り
さ
わ
りの
ない
抽
象
的な
記
述に
なっ
て
し
まい 、
真
実が
伝
わ
りに
く
くな
るこ
と
に
不
安
を
持っ
た
覚
え
が
あ

り
ま
す 。
また 、
そ
ういっ
た
「
検
閲」
さ
れが
ち
な
事
項の
ひ
とつ
で
あ
る
「
原
爆」
に
か
ん
し
て 、
被
爆
国の
日
本

と
し
て
は
大
き
くべ
l
ジ
を
さ
くべ
きな
の
に 、
ほ
ん
の
五、
六
行に
と
ど
め
ら
れてい
る
教
科
書が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り 、

外
国の
教
科
書と
は
比
較に
な
ら
な
い
こ
と
を
知
り 、

博
然
と
し
ま
し
た 。
政
府
は
ど
う
し
て
そん
な
に
し
て
まで
過
去

をつ
つ
み
か
く
そ
う
と
する
の
で
しょ
う 。
こ
う
し
た
「
認
識
を
閉
ざ
す
巨
大な
し
くみ」
の
た
め
に 、
戦
争や
平
和に

つ
い
て
何
も
考
え
るこ
との
な
い
ま
ま
大
人に
なっ
て
政
府の
方
針
を
うの
み
に
する
人
聞
が
増
え
で
き
た
ら
と 、
不
安

に
な
り
ま
す 。

「
平
和を
創る」
こ
と
は、
今 、
ほ
ん
と
うに
必
要な
こ
と
だ
と
思
うの
で
す 。
そ
れに
は
平
和
運
動が一
部の
人々

に
限
ら
れ
が
ちに
なっ
て
い
る
とい
う

大
きな
障
害が
あ
るこ
と
も
事
実で
すが：：： 。
で
も 、
こ
の
ま
まで
い
て
い
い

わ
け
は
な
く 、
身
近な
とこ
ろ
か
ら
平
和
を
考
え
て
実
現の
努
力
を
重ね
て
い
く
必
要
は
大い
に
ある
と
言え
ま
す 。
私

も
教
育
学
部の
学
生
と
し
て 、
「
教
育
とい
う
もの
の
恐
ろ
し
き」
を
十
分に
認
識し 、
真
実
を
見分
け
るこ
との
で
き

る
子
ど
も
を
育
成
す
る
た
め
に
勉
強
を
続
け
てい
きたい
と
改め
て
思い
ま
し
た 。

ホ
著
者
か
ら
｜｜
「
教
育」
に
は 、
平
和
を
創ろ
う
と
す
る
側
の
願い
と、
崩
そ
う
と
す
る
側
の
意
図が
せ
め
ぎ
あっ
て
い
ま
す。

こ
の
辺
を
調べ
て
み
る
の
も
一
つ
の
手
で
しょ
う 。



そ

同

の

Y
さ
ん
（一
八
歳）

確か
に
「『
風』
を
感じ
る」
こ
と
は
あ
り
ま
す 。
ニ
ュ
ー

ス
で
防
衛
費 、
米
軍
基
地 、
I
N
F 、
F
s
x・・・・・・
20・

といっ
たこ
と
を
耳に
す
る
と 、
今
は
核
時
代だ
か
ら
無
制
限の
戦
争
と
な
る
わ
けで 、
ペ
ル
シ
ャ

湾な
ど
の
遠い
場
所

で
の
紛
争で
あ
れ 、
無
関
心
で
はい
ら
れ
な
い
と
強
く
感じ
ま
す 。
戦
争が
昔
話で
は
な
く 、

身
近に
忍び
寄ろ
うと
し

て
い
る
とい
う
不
安に
か
ら
れ
る
と
き
もし
ば
し
ば
で
す 。

2
節の
「チェ
ッ

ク」
で
は
自分
が
あ
ま
りに
無
知でピッ
ク
リ
し
ま
し
た 。
で
も 、
日
米
安
保をこ
ん
な
に
激し
く

平和を創 る

否
定
し
ちゃっ
て
大
丈
夫だ
ろ
うか：：： 。
多
少か
た
よ
り
を
感じ
ま
し
た 。
「1
M
枠」
の
話は
も
う
少し
詳し
くし

て
も
良かっ
た
の
で
は 。
た
だ 、
「1
M
枠」
と
言っ
て
も、
み
ん
な
わ
か
る
か
ど
うか

疑
問で
す 。
自
衛
官の
勧
誘の
話

は
あ
ま
り
知
ら
な
かっ
た
の
で
すが 、
う
そ
を
言っ
て
勧
誘
する
な
ん
て
許せ
な
い
と
思い
ま
す 。
で
も、
傭
兵に
なっ

て
自分
か
ら
戦
争に
行
き
た
が
る
人
もい
る
ら
しい
か
ら、
その
辺の
事
を
考
え
る
と分
か
らな
くなっ
て
し
まい
ま
す 。

映
画な
ど
で
も
や
た
ら
と
「
戦
う」
もの
が
多
くて 、
こ
れ
で
良い
の
か
と
考
え
て
し
まい
ま
す 。
戦
争に
慣
れて
し
ま

っ
た
子
ど
も
た
ち
が
お
お
き
く
なっ
た
ら
ど
うな
る
の
か
心
配で
す 。
「
敵」
が
ほ
ん
と
うに
「
悪」
な
の
か
も
考え
ず

に
まっ
し
ぐ
らに
走っ
て
い
くの
は
絶
対に
危な
い 。
誘
導さ
れ
や
すい
人
聞が
増
え
るの
は
恐
ろ
しい
と
思い
ま
す 。

その
意
味で
も 、
3

節に
あっ
た
よ
うに 、
無
知な
人
を
育て
よ
う
と
教
科
書を
操
作
する
な
ん
でい
うこ
と
が
可
能な

第 7 章22ラ
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の
は
問
題
か
も
し
れ
ませ
ん 。
だ
か
ら、
で
き
る
だ
け
大
勢の
人の
チェ
ッ

ク
で
きる
体
制に
す
る
と
か
考
えな
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思い
ま
す 。

4
節の
「ケ
l

ス」
は
興
味
深かっ
たの
で
すが 、
実
際に
動
くの
は
たいへ
ん
の
よ
うな

気
も
ま
だ
し
ま
す 。
ー寸
t主

じ
め
の一
歩」
か
ら
始め
て
み
よ
う
と
思い
ま
し
た 。

ホ

著
者
か
ら

ll漫
画
・

映
画
な
ど
最
近
の
若
者
文
化
に
入
り

込
ん
で
い
る
戦
争の
影
を
調べ
て
み
る
の
も
ご
歩」
で
しょ
う。

＊ 
キ＊

品＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ZE－－＝”＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝EE－－＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝－＝＝＝＝＝－EE－－＝＝＝＝＝＝－EE－－明ZE－－＝＝＝＝＝Ez－－昨

川

コ
メ
ン
ト
的

「
平
和
を
創
る
」

と
は

世

良

正

利

川

”－＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝－ME－－－－＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝－Ez－－－＝』＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝別

国

あ
る
新
聞の
短
歌・
俳
句
欄
か
ら

私
は
新
聞の
短
歌
欄 、
俳
句
欄を
よ
く

見
ま
す 。
と
り

わ
け
読
者の
投
稿に
よ
る
歌
壇 、
俳
壇
を
注
目
し
てい
ま
す 。



限
ら
れ
た
字
数で 、
世
相
とい
い
ま
すか 、
その
と
き
ど
きの
状
況の
基
底
を
流
れ
てい
る
もの
が
まこ
とに
する
ど
く 、

集
約
的に
き
り
と
ら
れて
い
る
と
思
え
る
か
ら
で
す 。
そ
れ
を
読ん
で
心
が
共
鳴
を
は
じ
め
た
ら、
そ
れ
をノ
l
ト

に
書

き
と
め
て
お
き
ま
す 。

い
まこ
の
ノ
l
ト

の
な
か
か
ら、
今
回の
「
平
和
を
創る」
こ
とに
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
二 、
三
の
作
品
を
紹
介

し
て
み
ま
しょ
う 。

蟻
地
獄
隣
り

合せ
て
聞
は
ら
ず

そ
れ
ぞ
れの
思
考
そ
れ
ぞ
れの
場
所
を
占め

（
鳥
取
市・
桔
梗
き
ち
かう
一
九
八
五
年
六
月一一一
十
日〉

ハ
東
京
都・
大口
玲
子
一
九
八
八
年一
月

直
立
し
て
い
る
満
員
電
車

一一一
日〉

第 7 '1量 平和を 創 る

「わ
れ
わ
れ」
と
言い
うる
ぬ
くみ
も
た
ざ
れ
ば

一
九
八
六
年
十
月
二
十
六
日〉

掲
載
紙は
い
ず
れ
も
『
朝日
新
聞』
で
すが 、
その
表
現が
間
接
法で
あ
れ
直
接
法で
あ
れ 、
こ
れ
らの
句
や
歌に
共

通
する
キ
ー
ワ
ー
ド

を
も
と
め
る
と
す
れ
ば 、
な
に
よ
り
も
「
現
代」
「
孤
独」
な
ど
の
こ
と
ば
を
と
り
あ
げ
ざる
を
え

い
か
が
で
しょ
うか 。

逆
光の
な
か
で
野
ハ
す
す
きの〉
を
行
く
（
群
馬
県・
渡
辺
松
男

な
い
と
思い
ま
す
が 、

国

今の
社
会
を
あ
ら
わ
すこ
と
ば
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も
うひ
とつ
付
け
加
え
て
お
くこ
と
に
し
ま
す 。
い
わ
ゆる
意
識
調
査と
その
結
果に
つ
い
て
で
す 。
こ
れ
も
ま
た
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『
朝日
新
聞』
な
の
で
す
が 、
同
紙
が
毎
年
十二
月に
行っ
て
い
る
定
期
国
民
意
識
調
査の
場
合に
目
を
向
けて
み
るこ

い
ち
ば
ん
新しい
の
は一
九
八
七
年の
年
末に
行
わ
れ
た
もの
で
すが 、
質
問
中に 、
「
今の
社
会

と
に
し
ま
しょ
う 。

を
あ
ら
わ
すの
に
ふ
さ
わ
しい
と
思
わ
れ
る
言
葉
を、
ひ
とつ
だ
け
あ
げて
下
さい」
といっ
て 、
回
答カ
l
ド

を
提
示

し
た
もの
が
あ
り
ま
す 。
カ
ー
ド

は、
「
安
定」
「
孤
独」
「
混
乱」
「自
由」
「
退
廃」
「
繁
栄」
「不
公
平」
「
身
勝
手」

「
連
帯」の
九
枚で
すが 、
一
九
八
八
年一
月一
日
付の
同
紙に
発
表
さ
れ
た
その
調
査
結
果に
よ
れ
ば 、
上か
ら一
位が

「不
公
平」
で
二
O
M 、
二
位
「自
由」
一
八
% 、
下の
方で
は
「
退
廃」
四
%で
八
位 、
そ
し
て
最
下
位が
「
連
帯」

二
%
と
なっ
て
い
ま
す 。

「
連
帯」
の、
か
く
まで
か
ぽ
そ
く 、
ひ
よ
わ
な
こ
と
に
は
目
を
覆い
た
くな
る
よ
うな
思い
が
し
ま
す 。

園

巨
大
迷
路の
な
か
の
日
本

い
ま、
遊
間
地な
ど
で 、
巨
大
迷
路
と
よ
ば
れてい
るレ
ジ
ャ
ー

施
設が
結
情
人
気
を
呼ん
でい
る
とい
い
ま
す 。
心

理
学の
実
験
室か
ら
も
ち
だ
さ
れ
た
迷
路
が
平
面
的なパ
ズ
ル
と
な
る
に
と
ど
ま
ら
ず 、
立
体
的な
原
形に
復し
て
さ
ら

に
汎
用
さ
れ
は
じ
め
た
わ
けで
す 。
入
口
が
あっ
たの
だ
か
ら 、
どこか
に
出口
が
あ
る
に
は
ち
がい
な
い 、
し
か
し
そ

の
出口
は
隠
さ
れて
い
る
と
い
い
ま
すか 、
見
え
な
い
の
が
迷
路の
特
徴で
す 。

私
はこ
の
巨
大
迷
路の
出
現に 、
わ
が
国
現
在の
見
事な
象
徴
を
み
て
と
れ
る
と
思い
ま
す 。

出口
な
ら
ぬ
「
連
帯」
を
鮮
明に
見
据
え
ら
れ
る
視
野
か
らほ
ど
遠い
とこ
ろ
に
あっ
て 、
く
らい
荒
野
を
「
孤
独」



な
ま
まで 、
当て
所
（
あて
ど〉な
く
さ
ま
よ
う
人々
の
群
れ 。
若
者
も
若
くな
い
者
も、
お
し
なべ
て 、
現
代日
本
人

像
をこ
の
よ
うに

描い
て
きま
し
た 。

本
章
第三
節
「な
ぜ

H
風μ
に
気づ
か
な
い
か」
で 、
「
認
識
を
閉
ざ
す
巨
大な

n
し
くみM」
と
し
て 、
授
業
時
間の

削
減や
教
科
書
検
閲の
問
題が
く
わ
し
く

説
明
さ
れ
てい
ま
す
が 、
歴
史
を
逆に
た
どっ
て
み
れ
ば 、
一
九
五
五
年の

「
う
れ
うべ
き
教
科
書の
問
題」
あ
た
り
が 、
六
O
年
安
保
を
目
前に
ひ
か
え
て 、
連
帯の
表
弱
化と
後
退
を
ね
らっ
て

体
制
側が
仕
掛
けて
きた
露
骨な
先
制
攻
撃で
あっ
た
とい
うこ
と
が
で
き
ましょ
う 。

も
ち
ろ
ん
こ
の
攻
撃に
たい
し
て
扶
手
傍
観し
てい
た
わ
けで
は
あ
り
ませ
ん 。
当
然 、
反
撃
も
行わ
れ
ま
し
た 。
安

保
反
対の
ス
ク
ラム
が
そ
うで
す
し、

み
のベ
草
新
統一
候
補
を
東
京
都
知
事に
当
選さ
せ
たこ
と
も

そ
うで
し
た 。
そ
し
て
ま
た 、
こ
れ
はい
ま
も
続い
て
い
ま
すが 、
教
科
書
裁
判
も
あ
げて
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

一
九
六
七
年に 、

しよ
う 。

第 7 章 平和を創 る

固

連
帯
分
断の
な
か
で
平
和
を
創る

そ
れに
し
て
も、
七
0
年
代 、
と
り
わ
け
八
0
年
代に
お
い
て 、
連
帯
分
断の
作
戦が
奏
効し
て
い
るこ
と
を
残
念な

一
九
八
三
年 、
就
任し
て
最
初の
ワ
シ
ン
トン

詣で
に
おい
て 、
「日
本
列
島不
沈
空
母

が
ら
認め
ざ
る
を
え
ませ
ん 。
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論」
の
発
言
が 、
首
相の
口
か
ら
で
て
く
る
とい
う

状
況に 、
そ
れ
は
端
的に
あ
ら
わ
れてい
ま
す 。

とこ
ろ
で 、
ひ
と
り
で
はで
きな
い
こ
と
を、
協
力
行
動に
よっ
て
達
成
可
能な
現
実の
課
題
と
な
し
う
る
の
が
人
間
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の
本
性で
あ
る
と
考
え
ま
す
が 、
そ
うで
あ
る
と
す
る
な
ら、
現
在
は
ま
さに
人
間
性
破
壊の
時
代 、
人
間
喪
失の
時
代

とい
え
ま
しょ
う 。

本
章
第
四
節
「
平
和
を
創る」
で
は、
「
平
和
活
動の
勘
どこ
ろ」
と
し
て 、
「タ
テ・
ヨ
コ
に
つ
な
が
ろ
う」
「
意
思

表
示
を
し
よ
う」
と
述べ
ら
れて
い
ま
す
が 、
意
思
表
示
と
は
課
題
を
明
示
する
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ない
と
思い
ま
す 。

「
平
和
を
創る」
こ
と
が
大
業で
あ
り 、
そ
し
て
こ
の
大
業
を
課
題と
し
よ
う
と
する
な
ら、
タ
テ・
ヨ
コ
の
連
帯H
協

力
行
動
を
回
復し 、
組
織
化
す
るこ
と
が不
可
避
と
な
り
ま
す 。

も
ち
ろん 、
分
断
攻
勢の
は
げし
い
さ
な
か
で
すか
ら
困
難な
こ
と
は
わ
か
り
ま
す 。
し
か
し 、
こ
れ
は
人
聞
が
「
人

聞
を
と
り
も
ど
せ」
の
叫び
声を
あ
げるこ
と
で
す
か
ら、
ま
ち
がい
な
く

理
に
か
なっ
た
もの
とい
うこ
と
が
で
き
ま

しよ
う 。

な
る
ほ
ど 、
「
無理
が
通
れ
ば
道
理
が
引っ
込
む」
と
も
申し
ま
す 。
し
か
し 、

思
え
ませ
ん 。
自
信
を
も
と
うで
は
あ
り
ませ
ん
か 。

い
つ
まで
も
無
理
が
罷り
通る
と
も

ハ中央大学名誉教授）
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年

。
二
葉
亭
四
迷
『
浮
雲』
岩
波
文
庫

。
徳
富
麓
花『
思
出
の
記』
現
代日
本
文
学
体
系9、
筑
摩
書
房

。
『
明
治ニュ
ー

ス
事典』
E・
皿 、
毎
日
コミ
了一
ケ
l

ショ
ン
ズ
出
版
部 、
一
九
八
三
年

第
2
章
自
分
を
つ
く
る

。
田
口
寛
治
『
現
代
学
生
気
質』
神
戸
新
聞
出
版セン
ター 、

〈〉
乾
彰
夫
『自
立
に
む
か
う
旅』
大
月
書
店 、
一
九
八
六
年

。
竹
内
常一
『
子
ど
もの
自
分
く
ずし
と
自
分
つ
く
り』

東
京
大
学
出
版
会、
一
九
八
七
年

〈〉
伊
藤
順
康
『
青
年
期
の
自
己
形
成』
川
島
書
店 、
一
九八
二
年

〈〉
千
石
保
『
現
代
若
者
論』
弘
文
堂 、
一
九
八
五
年

一
九
八
七
年

23 1 



232 

〈〉
大
野
力
『一
人
前つ
て
な
ん
だ
ろ
う』
日
本
労働
協
会、
一
九
八
O
年

。
加
藤
諦
三
『
自
分づ
く
り
の
法
則』
大
和
出
版 、
一
九
八
四
年

第
3
章
思
春
期の
か
ら
だ
と
こ
こ
ろ

。
望
月
正
弘
「
思
春
期へ
のメッ
セ
ー
ジ」
『一
二
歳
の
性』
太
郎
次
郎
社 、
一
九
八
七
年

。
倉
本
聡
『
北
の
国か
ら』
理
論
社 、
一
九
八一
年

。
村
瀬
幸
治
『
明日へ
の
性
教
育』
青
木
書
店 、
一
九
八
五
年

。
江
幡
玲
子ほ
か
『
少
女た
ち
の
性』
日
本
放
送
出
版
協
会、
一
九
八
五
年

。
奥
田
継
夫
『
君た
ち
は
性
を
ど
う
考え
る
か』
筑
摩
書
房 、
一
九八
四
年

第
4
草
学

ぶ

〈〉
石
井
伸
男
編
著
『
講
座・
哲
学

あ
そぶ
・
ま
な
ぷ』
学
習
の
友
社 、
一
九
八
二
年

〈〉
島
田
豊
『
学
問
と
は
な
に
か』
大
月
書
店 、
一
九
七
九
年

。
林
竹二
『
学ぶ
とい
う
こ
と』
国土
社 、
一
九
七
八
年

。
吉
田
章
宏
「『
学ぶ』
と
『
教
え
る』」
『
講
座・
現
代
の
心
理
学・
3』
小
学
館 、

。
佐
伯
鮮
『「
わ
か
る」
とい
う
こ
と
の
意
味』
岩
波
書
店 、
一
九
八
三
年

。
斎藤
次
郎
『
子
ど
も
を
見直
す』
中
公
新
書 、
一
九
七
九
年

〈〉
横
山
浩
司
『
どう
し
て
勉
強
する
の
か』
労
働
経
済
社 、
一
九
八
五
年

〈〉
岩波
講
座
『
教
育
の
方
法

学ぶ
こ
と
と
教
え
るこ
と』
岩波
書
店 、

2 

一
九
八
三
年

1 

一
九
八
七
年



。
山
本
哲
土
『
学
ぶ
様
式』
新
曜
社 、
一
九
八
六
年

第
5
章
生
き
る

。
日
野
原
重
明
『
人
生
の
四
季
に
生
き
る』
岩
波
書
店 、
一
九
八
七
年

。
神

ハ金実
恵
子
『
生
き
が
い
に
つ
い
て』
み
す
ず
書
房 、
一
九
七
八
年

〈〉
切帥『σ同『田
宮・
2
9司
B
2・

2d
口一司

河－
zm
司
自由
p
h
号N
S円
SH
O
S
ミq
hv
苫暗
室町・

玄
2
ュ－－
守口
宮山
岳山口崎
のD
S唱曲目司・

3
8・

参考文献／推薦図書

第
6
章
働

〈V
本

多淳
売
監
修 、

労働
者
教
育
協
会
編
『
コ
l

ス
別
管
理
と
の
た
た
か
い

｜｜新
人
事
制
度
の
し
く
み
と
問
題
点』
学
習
の
友
社 、
一

九
八
七
年

。
金
子
勝
ヨ
角
度
成
長』
と
国
民
生
活」
『
講
座・
日
本
の
歴
史』
第一一一
巻 、
東
京
大
学
出
版
会 、
一
九
八
五
年

。
熊
沢
誠
「
女
性
労
働
者
の
戦
後」
『
歴
史
学
研
究』
第
五
二
四
号 、
一
九
八
四
年

。
ロ
i
ラ
ン
ド 、

A
／ハ
リ
ス 、
B
編
（
矢
木
公
子
ほ
か
訳〉
『
仕
事
も
子
ど
も
も』
勤
草
書
房 、
一
九
八
四
年

。
問
中

高美
子・
武
岡
京
子・
木
村
栄
編
『
講
座・
主
婦
3

動
き
だ
し
た
主
婦
た
ち』
汐
文
社 、
一
九
八
三
年

。
津
団
員
激
著
『
新
世
代
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
の
生
活
と
意

見｜｜
「
団
塊
の
世
代」

か
ら
「
新
人
類」
ま
で』
東
洋
経
済
新
報
社 、

八
七
年

く

九

233 

。
乾
彰
夫・
光
岡
博
美・
斉
藤
武
雄・
大
根
和
夫・
太
田
政
男・
若
菜
俊
文・
土口
村
鈴
子・
小
島
昌
夫
『
私
た
ち
の
進
路
と
社
会』
大
月

書
店 、
一
九
八
七
年

〈〉
岩
波
書
店
編
集
部
編
『 H
無
敵u
な
O
L
に
な
る
法

ll
フ
レ
ッ

シ
ャ
l

ズ
・

オ
フ
ィ

ス
・
ガ
イ
ド』

岩
波
書
店 、
一
九
八
七
年
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〈〉
加
藤
哲
郎・
伊
藤
正
直・
高
橋
祐
吉・
田
端
博
邦・
寺
西
俊
一
『こ
れ
か
ら
の
日
本
を
読
む

｜｜現
代
社
会入
門』

労働
旬
報
社 、
一

九
八
七
年

。
河
西
宏
祐
編
『
戦
後日
本
の
争
議
と
人

間｜｜
千
葉
大
学
教
養
部
の
教
育
実
践』
日
本
評
論
社 、
一
九
八
六
年

〈〉
君
和
田
和
一
『ふ
た
りで
読
む
｜｜

共
働
き
の
す
べて』
学
習
の
友
社 、
一
九
七
八
年

。
熊
沢
誠
『ノ
ンエ
リ
ー
ト

の
自

立ll
労
働
組
合
とは
な
に
か』
有
斐
閣 、
一
九
八
一
年

。
キャ
γパ
ス
ラ
イ
フ
・
トゥ
デ
イ
編
『
大
学
生
講
座
P
A
R
T
3
就
職
術』
大
月
書
店 、
一
九
八
五
年

。
津
久
井
佐
喜
夫
『
生
活
科
学
と
し
て
の
心
理
学』勤
草
書
房 、

一
九
八
七
年

第
7
章
平
和
を
創
る

〈〉
『シ
ネ
・
フ
ロ
ン
ト』

第
一一
一九
号
ハ『
風
が
吹
く
と
き』
特
集〉 、
シ
ネ・
フ
ロ
γ
ト

社 、
一
九
八
七
年

八〉
吉
田
豊・
小
栗
実
編
『
世
界
の

憲法｜｜人
権
思
想
の
あ
ゆ
み』
一
橋
出
版 、
一
九
八
四
年

。
中
馬
清
福
『
軍
事
費を
読
む』
〈
岩
波
プッ
Fレッ
ト

六
八）
岩波
書
店 、
一
九
八
六
年

。
全
国
民
主
主
義
教
育
研
究
会
『
資
料で
学
ぶ
現
代
世
界
現
代
と
平
和』
ほ
る
ぷ
出
版 、
一
九
八
六
年

。
宗
像
誠
也・
国分
一
太
郎
『
日
本
の
教

育｜lw
教
科
書
裁
判H
を
め
ぐ
る
証
言』
岩
波
書
店 、
一
九
六
二
年

。
中
村
文
雄
『
高
校日
本
史
教
科

書l｜検
定
教
科
書
一
八
冊
を
比
較・
検
討
す
る』
三一
書房 、
一
九
八
七
年

八〉
社
会
科
教
科
書
執
筆
者
懇
談
会
『
教
科
書
問
題
とは
何
か』
未
来
社 、
一
九
八
四
年

八〉
高
橋
慎
一・
星
野
安
三
郎
『
教
科
書
が
ね
ら
わ
れ
て
い
る

11a再
び
く
る
か
固
定
化
の
時
代』
あ
ゆ
み
出
版 、
一
九
八
一
年

〈〉
岡
本
三
夫
「
日
本
の
大
学
に
お
け
る
平
和
学
の
関
連
講
座
の
実
態
調
査」
『
平
和
研
究』
第一一一
号 、
早
稲田
大
学
出
版
部 、
一
九
八

七
年、
一一一一一t
一
三
0ペ
ー
ジ



〈V
松
浦
総三
編
『
逃
げ
ら
れ
な
かっ
た
父
と
母

｜｜現
代ハッ
ピ
ー

族
の
戦
争
体
験』
大
月
書
店 、
一
九
八
五
年

〈〉
名
古
屋
大
学
平
和
憲
章
制
定
実
行
委
員
会
『
平
和へ
の
学
問
の
道』
あ
けび
書
房 、
一
九
八
七
年

。
太
田
発・
小
岩
井
増
夫
『
平
和を
学ぶ
ゼ
ミ
ナ
ー

ル

｜｜課
題と
資
料』
ハ
岩波プッ
タレッ
ト

九四〉
岩
波
書
店

。
一
九
八
六
年
度
和
光
大
学
教
育
心
理
学
受
講
生
『
戦
争
体
験
イγ
タピュ
l

集』
和
光
大
学
伊
藤
武
彦
研
究
室

参考文献／推薦図書

は
じ
め
の
一
歩
の
た
め
に

八
日
本
と
世
界の
「
現
実」
を
知
る
V

。
安
斎
育
郎
『
茶
の
間で
語
り
あう
平
和』
か
もが
わ
出
版

〈〉
安
斎
育
郎・
森
下
一
徹
『
地
球
非
核
宣
言』
水
曜
社 、
一
九
八
六
年

。
『
世
界』
編
集
部
編
『
〈
軍
事
大
国〉
日

本ーーどこ
ま
で
軍
事
化
さ
れ
た
か』
（
岩
波ブッ
クレッ
ト

一
O一一〉
岩
波
書
店 、

七
年

。
早
乙
女
勝
元
『バ
パ
マ
マ
パ
イパ
イ
』
草
土
文
化、
一
九
七
九
年
ハ
絵〉

。
前
回
哲
男
『
核
戦
争シ
？ミ
レ
l

ショ
ン』
筑
摩
書
房 、
一
九
八
七
年

〈〉
春
名
幹
男
『ヒパ
P
シャ
・
イ
ン
・
U
S
A』
岩波
書
店 、
一
九
八
五
年
ハル）

。
へ
レ
ン・
コ
ル
ディ
コッ
ト

（
高
木
仁三
郎・
阿
木
幸
男
訳）
『
核
文
明
の
恐

怖｜｜原
発
と
核
兵
器』
岩波
書
店 、

八
日
本と
世
界
の
「
過
去」
を
知
る
V

ll戦
争
中
の
暮
らし
｜｜

〈〉
三
国
一
朗
『
戦
中
用
語
集』
岩波
書
店 、
一
九
八
五
年

〈〉
日
本
戦
没
学
生
記
念
会『
き
け
わ
だ
つ
み
のこ
え
｜｜
日
本
戦
没
学
生
の
手
記』岩
波
書
店 、

一
九
八

1 

一
九
七
九
年

235 

一
九
八
二
年
ハ
手）
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lls原
爆
・

空
襲に
つ
い
て
｜｜

。
原
民
喜
『
夏
の
花
・

心
願
の
国』
新
潮
社 、
一
九
七
三
年
（
小〉

。
飯
島
宗一
『
広
島・
長
崎で
なに
が
起こっ
た
の
か

｜｜原
爆
の
人
体
へ
の
影
響』
（
岩
波
プッ
クレッ
ト

八〉
岩波
書
店 、
一
九
A

二
年

〈〉
井
伏
鱒二
『
黒い
雨』
新
潮
社 、
一
九
七
O
年
ハ
小〉

〈V
峠
三
吉
『に
ん
げ
ん
を
か
え
せ』
新
日
本
出
版
社
〈
琶

〈〉
中
沢
啓
治
『は
だ
し
のゲ
ン』
①
J

⑮ 、汐
文
社
（
漫〉

〈〉
岩
崎
ち
ひ
ろ
・

絵 、
長
田
新ほ
か・
著
『
わ
た
し
が
ち
い
さ
かっ
た
と
きに』
童
心
社 、
一
九
六
七
年
（
絵〉

。
山
口
勇
子
・

作 、
四
国五
郎・
絵
『
おこ
り
じ
ぞう』
金
の
星
社 、
一
九
七
九
年
ハ
絵〉

〈〉
広
島
県
朝
鮮
人
被
爆
者
協
議
会
『
白い
チュ
ゴ
リ
の
被爆
者』
労
働
旬
報
社 、
一
九
七
九
年
ハ
手〉

。
早
乙
女
勝
元
『
東
京
大
空

襲｜｜
昭
和二
O
年一一一
月一
O日
の
記
録』
岩波
書
店 、
一
九
七
一
年
ハル〉

｜｜日
本
のア
ジ
ア
侵
略
ーー

〈〉
本
多
勝一
『
中
国の
旅』
朝
日
新
聞
社 、
一
九
八
一
年
ハル〉

〈V
高
嶋
仲
欣
『
旅し
よ
う
東
南ア
ジ
ア
へ

ll戦
争
の
傷
跡
か
ら
学ぶ』
（
岩波
ブッ
クレッ
ト

九
九〉
岩
波
書
店 、
一
九八
七
年〈
ル〉

〈〉
五
味
川
純
平・
作 、
立
花
誠
太
郎・
画
『
人
間
の
条
件1』
（ほ
る
ぷ
平
和
漫
画シ
リ
ー

ズ
2〉
ほ
る
ぷ
出
版
ハ
漫）

ハ＊
ほ
る
ぷ
出
版
の
「ほ
る
ぷ
平
和
漫
画
シ
リ
ー

ズ」
で
は 、
多
く
の
漫
画
家た
ち
が
戦
争を
知
る
た
め
の
多
彩
な
テ
lマ

を
漫
画

化
し
て
い
ま
す〉

ll思
想
の
弾
圧
｜｜

。
江口
・を二
・

木
坂
順一
郎
『
治
安
維
持
法
と
戦
争
の
時
代』
（
岩
波
プッ
タレッ
ト

六
四〉
岩波
書
店



八
教
科
書
問
題
と
戦
後
教
育
史
V

〈〉
宗
像
誠
也
「
私
の
教
育
宣
言』
岩
波
書
店 、
一
九
五
八
年

。
山
住
正
己
『
教
科
書』
岩
波
書
店 、
一
九
七
O
年

八
行
動
の
た
め
のヒ
ン
ト

V

〈〉
ケン
・
キ
l

ス
・
ジュ
ニ
ア
（Y
・モン
キ
ー

編）
『
百
番
目
のサ
ル』
佐
川
出
版 、
一
九
八
四
年

〈〉
バ
ー

ナ
ー
ド
・ベ
ン
ソ
ン
（
寺
家
村
博
沢）『
平
和
の
本』
日
本Y
M
C
A
同
県
出
版
部 、
一
九
八
四
年
（
絵）

入
そ
の
他
V

O
き
た
が
わ
て
つ
（
歌〉
『ソ
ノ
シ
l
ト
と
カ
ラ
l

写
真
集で
つ
づ
る
「
日
本
国
索活
前
文」』
あ
け
ぴ
書一房 、
一
九
八
四
年

（キ
ち
な
み
に、
岩
波
書
店
の
お波
新
書 、
岩
波ブッ
クレ
ッ
ト

のシ
リ
ー

ズ
は 、
比
較
的
入
手し
や
すい
上
に、
戦
争と
平
和
の

川
題
を
考
え
る
上
で
興
味
深
く 、
入
門
的
な
問
材
が
笠
訂で
す）

参考文d九／推薦図書

さ
ら
な
る
一
歩の
た
め
に

八
戦
争と
平
和
を
深
く
考
え
る
V

。
家永
三
郎
『
戦
争
責
任』
岩
波
書
店 、
一
九
八
五
年

八〉
ヴァ
イツ
ゼッ
カ
l（

永
井
清
彦
訳）
『
荒
れ
野
の
問
O

年｜｜
ヴァ
イ
ツ
ゼッ
カ
l

大
統
領
演
説
全
文』
〈
岩
波ブッ
ク
レッ
ト

五
五〉

岩波
書
店 、
一
九
八
六
年

。
森
田
俊
男
『
人
類
の
良心
｜｜

平
和
の
思
想』
汐
文
社 、
一
九
八
四
年

〈〉
伊
東
壮
『ヒ
ロ
シマ
・
ナ
ガ
サ
キ
か
ら
世
界と
未
来へ」
勤
草
書
房 、
一
九八
五
年

2 
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八
専
門
雑
誌
V

O
日
本
平
和
学
会
『
平
和
研
究』
早
稲田
大
学
出
版
部
（
年
刊
誌》

。
日
本
平
和
教
育
研
究
協
議
会
『
平
和
教
育』
明
治
図
書
ハ
季
刊
誌）

八
事
典・
資
料
集
V

〈〉
安
達
喜彦
『
一
五
年
戦
争
史
学
習
資
料』
上
・

下 、
汐
文
社

。
広
島
平
和
文
化セ
ン
ター
『
平
和
事
典』
動
車
書
房

。
広
島
平
和
教
育
研
究
所
『
平
和
教
育
実
践
事
典』
労
働
旬
報
社

。
藤
原
彰
（
監）
『
平
和
へ
の
伝
言
l

八
復
刻
版
V
戦
争
実
物
資
料』
あ
け
ぴ
書
房

〈〉
ス
トッ
ク
ホ
ル
ム
国際
平
和
研
究
所
『S
I
P
R
I

年
鑑』
東
海
大
学
出
版
会

〔
註：：：〈
絵〉
絵
本、
（
漫〉
漫
画 、
ハ
小〉
小
説 、
ハ
詩〉
詩
集、
ハ
手〉
手
記 、
ハ
ル）
ル
ポ
ル
ター
ジュ
・
ド

キュ
メ
ソ
タリ
I 、

そ
の
他は
評
論
・

論
説・エ
ッ

セ
ー

な
ど〕
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青年問題 を 考 え る た め に

一豊か な社会は何を も た ら し た か一

夜
中一
時
半
本
部
よ
り
の
電
話に
接
し
五
時
半
時て
つ
く然、
夜

を
残
雪
踏
ん
で
耕
慨
に
出
動。

なかぎわ

V
Lr

中
沢
隊
の一
兵
が一
支
那
人
を
岩
石
で
殴
打し 、
頭
蓋
骨が
割

れ
て
鮮
血
に
ま
み
れ
地
上
に
倒
れ
た。
そ
れ
を
尉
献に
し、
ま
た

石
を
投
げつ
け
る。
見
るに
忍び
な
い。
そ
れ
を
中
沢
隊
の
将
校

も
冷
然
と
見
て
い
る。
献
が
少
尉
の
蹴
町
ら
し
い。
冷血
漢 。
罪

k
tz

s

 

な
き
民
の
身
の
上
を
思い、
あ
の
時
何
故
後れ
馳
せ
で
も
良い、

俺
は
あ
の
農
夫
を
助
け
な
かっ
た
か。
自
責
の
念
が
起
る。
女
房

で
あろ
う、
血に
ま
み
れ
た
男に
と
り
つ
い
て
泣い
て
い
た。
し

か
し
死
な
な
かっ
た。
軍
隊が
去
る
と
立
ち
上
がっ
て
女
房に
支

え
ら
れ
な
が
ら
ト

ボ
ト

ポ
歩き
去っ
た。

俺
の
子
供は
もう
軍
人
に
は
し
ない、
軍
人に
だ
けは：：：
平

和
だ 、
平
和
の
世
界が
一
番
だ。｜｜『き

け
わだ
つ
み
のこ
え』
所
収
の

川
島
正
氏
の
日
記か
ら
｜｜
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教
育
基
本
法

「
昭
和二
二・一二・一一一一J

f
法

律

五」

教
育
基
本
法

わ
れ
ら
は、
さ
きに 、
日
本
国
憲
法
を
確
定し 、
民
主
的で
文
化
的な
国
家を
建
設
し
て 、
世
界の
平
和と
人
類の
福

祉に
貢
献し
よ
う
と
す
る
決
意
を
示
し
た 。
こ
の
理
想の
実
現
は、
根
本に
おい
て
教
育の
力に
まつ
べ
き
もの
で
ある。

わ
れ
ら
は、
個
人の
尊
厳を
重ん
じ 、
真
理
と
平
和を
希
求
する
人
間の
育
成を
期
する
と
と
もに 、
普
遍
的に
し
て

し
か
も
個
性
ゆ
た
か
な
文
化の
創
造
を
め
ざ
す
教
育
を
普
及
徹
底
し
な
け
れ
ば
な
ら
ない 。

こ
こ
に 、
日
本
国
憲
法の
精
神に
則
り 、

教
育の
目
的
を
明
示
し
て 、
新
しい
日
本の
教
育の
基
本を
確
立
す
る
ため 、

こ
の
法
律
を
制
定
す
る。

（
教
育の
目
的）

第一
条

教
育
は、
人
格の
完
成
をめ
ざ
し 、
平
和
的な
国
家
及
び
社
会の
形
成
者と
し
て 、
真
理
と
正義
を
愛し 、
個

人の
価
値
を
たっ
と
び 、
勤
労
と
責
任
を
重ん
じ 、
自
主
的
精
神に
充
ち
た
心
身と
もに
健
康な
国
民の
育
成
を
期し

て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ない 。

＊ 

＊ 

＊ 



児
童
憲
章
（昭和二六・
五・
五〉

わ
れ
ら
は、
日
本
国
憲
法の
精
神に
し
た
がい 、
児
童に
対
する
正
しい
観
念
を
確
立
し 、
すべ
て
の
児
童の
幸
福
を

は
か
る
た
め
に 、
こ
の
憲
章
を
定め
る。

児
童
は、
人
と
し
て
噂ば
れ
る。

児
童
は、
社
会の一
員と
し
て
重ん
ぜ
ら
れる。

児
童
は、
よ
い
環
境の
な
か
で
育て
ら
れ
る。

すべ
て
の
児
童
は、
心
身
と
もに 、
健
や
か
に
う
ま
れ 、
育
て
ら
れ 、
その
生
活
を
保
障さ
れる。

すべ
て
の
児
童
は、
家
庭で 、
正
しい
愛
情
と
知
識
と
技
術
を
もっ
て
育て
ら
れ 、
家
庭に
恵
ま
れ
な
い
児
童に
は、

集

」
れ
に
か
わ
る
環
境が
与
え
ら
れる。

資 料

すべ
て
の
児
童
は、
適
当な
栄
養と
住
居
と
被
服
が
与
え
ら
れ 、
ま
た 、
疾
病
と
災
害
か
ら
ま
も
ら
れ
る 。

すべ
て
の
児
童
は、
個
性
と
能
力に
応じ
て
教
育
さ
れ 、
社
会の一
員と
し
て
の
責
任
を
自
主
的に
果
すよ
うに 、

四
241 

み
ち
び
か
れる。
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五
すべ
て
の
児
童は 、
自
然
を
愛し 、
科
学
と
芸
術
を
尊ぶ
よ
うに 、
み
ち
び
か
れ 、
ま
た 、
道
徳
的心
情
がっ
ち
わ

か
れ
る 。

すべ
て
の
児
童
は、
就
学の
み
ち
を
確
保
さ
れ 、
ま
た 、
十
分に
整っ
た
教
育の
施
設
を
用
意
さ
れる 。

すべ
ての
児
童
は、
職
業
指
導
を
受
け
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る 。

すべ
て
の
児
童
は、
その
労
働に
お
い
て 、
心
身の
発
育
が
阻
害
さ
れ
ず 、
教
育
を
受
ける
機
会
が
失わ
れ
ず 、
ま

た
児
童
と
し
て
の
生
活
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
な
い
よ
うに 、
十
分に
保
護
さ
れ
る 。

九
すべ
て
の
児
童は 、
よ
い
遊
び
場
と
文
化
財
を
用
意
さ
れ 、
わ
るい
環
境か
ら
ま
も
ら
れる 。

十
すべ
て
の
児
童
は、
虐
待 、
酷
使 、
放
任
その
他
不
当な
取
扱
か
ら
ま
も
ら
れ
る 。

あ
や
ま
ち
を
お
か
し
た
児
童は 、
適
切に
保
護
指
導さ
れ
る 。

十一

すべ
て
の
児
童は 、
身
体が不
自
由な
場
合 、
ま
た
は
精
神の
機
能
が不
十分
な
場
合に 、
適
切な
治
療と
教
育

と
保
護が
与
え
ら
れ
る 。

ー』ー・
ノ 、七八十二

すべ
て
の
児
童は 、
愛と
まこ
と
に
よっ
て
結ば
れ 、
よ
い
国
民と
し
て
人
類の
平
和
と
文
化に
貢
献
する
よ
う

に 、
み
ち
び
か
れ
る 。
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精神 的 な 年 齢特殊性

生活的関係の型
（ 主導 的 活 動 ）

年骨骨規範 お よ ぴ そ れ に 相応す
る 年 齢地位に よ り 規定 さ れた
生活様式

！ ！ ！ 

図 1 精神の年齢的特性の社会的決定図式 CA. Ko田ako隅ki. 1966) 

［ 出 典 ： 宮 川 知彰 『青年の性格形成』 1973]

E、 ，戸’F 'f" I 
， 、 � , 
， 、l〆’ ， ， － － 7"－ ‘
シバ＼ －－ーーァ：.； ，く ＼、E 、 、 ’ ， ’ �－ ・、
: ＼ ～ ー ぷ J ’ i （ 変化不能）
i f 旧世代 、 1 \ 

誕 発達 ・ 成熟 1 白 ， 生 ＼ 詰 J
',_ � ,,. 
－、 時 . •

、 、 ～ 立 ， J 伝統的社会

図 2 最近の 自 ：我形成論につい て の一見解
［ 出 典 ： 『青年心理』 第50号1985)
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50 

年 40
30 

齢 20
10  

子 ど も JUI 活者JUI 親子関係期 死 あ る い は 隠ll!
(a） 工業化以前の社会に お け る 人生の諸段際

《U
《υ
Aυ
nu
nU
AU
nU

FRU
F町M
an－－
n《u
ny“
噌EA

年

齢

死
ま
た
は
隠
退

(b) 1 900年 当 時 の 中産階級の ラ イ フ ・ サ イ ク ル
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nHv
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の，“
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年

齢

(c) 

子 ff 近代以後 の 親業
代
時 代i隠時ll ど 年 若も

j羽 期 者
脱工業化社会 に お け る 人生の諸段階

図 3 ラ イ フ ・ サ イ ク ルの歴史的推移
［ 出 典 ： J. R . ギ リ ？.. 『〈若者〉の社会史』 1981)
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中 世 1－－－·・H・＞………－－ － － － － － － － － － ー 一一一－－ － ・ E ・－…・……一一一一一う

¥ ！� 卜…・う一一一一一一一一う一一一一一一一一一一一一一一一一··）

i� � f · ··· －·が － － － － － － － －一一ート→一一一一一－…一一一一H・M・》

2世釦－…－》 －一一－ －） 、 、 三トーー…－一一一－－・…－－う

う一一今・－－－ － － －一一一・． ：》
今 日 卜一一》· · · － － － －） 7' ;;;. 

争即時 同 協は 匝 品 展 司 ��A�］ 伊人j時
10 14 17 22 30 

中 学 高 校 大 学

図 4 青年期の誕生 と 延長
［出典 ： 笠原嘉ほか 『青年の精神病理』 弘文堂. 1967〕
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40 40 

30 0

0

0

 

3

2

1

 

10  

1900 1910 1920 1930  1940 1950  1960 1970  1980 
( M 33)  (S 5) ( S 25)  (S45)  

図 5 日 本人の平均寿命の変化
〔出典 ： 『人 口 動態統計』 か ら 作成］
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い
ぎ
な
ぎ一

景
気一

1
彩一

岩戸
景
気一

神武
景
気一 実質国民総生m

ilH'I者物価

℃
て卸売物価.J.一一『ーーー
59（年度）

経済成長率
(%) 20.Q 
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12.0 

8.0 

4.0 
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20.0 

16.0 
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-B.O 
E日干日 20

i� 
55 50 

経済成長率 と 物価上昇率
〔出典 ： 『 国民生活白 書』 昭和60年度版］
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① ＝そ＠
合�r1

；燃物Eるふ15

③ 1980年 東京 ・ 大阪一一一一一J. 大都市周辺困

制 36 �多 L」と）Q l26

J?$J� ＇備1誇；；：企46 0 一一寸？ U 56 3 . 閣成の区分は以下
中 間 圏及ぴ遠隔凶 大都市外縁圏 内 と お り であ る ．

閣 域 ｜ 該 当 す る 都 道 府 県 名
東 京 ・ 大 阪 ｜ 東京， 大阪
大都市 周 辺 国
大都市外線凶

中 ｜町 凶
迫 隔 凶

埼玉． 千灘． 神奈川 ， 愛知． 三lll， 京都． 兵周t

＂＊域． 栃木， 群馬， 静岡． 滋賀． 奈良． 和 歌 山 ． 岡 山． 広島． 山 口 ．
福 岡 ． 大分

宮城， 山 形， 制 品 ． 新潟． 山 山 ． 石 川 ． 福井， Ui梨． 長野． 岐阜． 品
取， 品 恨． 徳 島 ． 香 川 ． 愛峻． 商知

北海道. wr.:. 岩手． 秋 田 ， 佐賀． 長崎， 熊本． 宮崎． 鹿児島． 沖縄

図 8 高度成長期におけ る 人 口 移動
［出典 ： 『国民生活 白 書』 昭和60年度版］
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消 費 動 向 〔出兵 ： 経済企画庁 「消費動向調套」 『 エ ヨ ノ ＇ ；；.. ト 』 1986年 B 月 27 日 号 よ り ］
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（万人）1 , 800 
1 , 700 
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' ./ 
, .. � ， , ,- -

時ト寸， ’
みタ ’ 余�－：：：－ － · ，； � 

f ’ ／ ／  - · ＇司 J

200 ト －� 公 正 ー コー一・1
loo E二二－�－��-;jjマぷ：手法 ガス

。 1 950年 1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年
図10 産業別就業者数の推移

［出兵 ： 総務庁 「国勢調査」 『 日 本 の ゆ た か さ デ － f) ブ ッ ク 』 よ り ］
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78歳 ： 明治39年のひのえ う ま
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Age 
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図1 1 日 本の人 口 ピ ラ ミ ッ ド
［出典 ： 『人口 動態統計』 よ り ］
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( 18.7) 

(47.5) 

町i制 20 25 

丈1.0
口千0.5
対

図12

昭和1蹴前世代
(38.2) 

町｛有J !成後世代
(22.7) 
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(33.8) 

旬6η

45 

場加 した人 口 と 変わ る 世代

(29.7) 

(49.2) 

50 

［出典 ： 『国民生活 白 書』 昭和60年度版 よ り ］
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早 10
対� 5 

UJ i ;!、 ＋ 71'" n1i ，制

図13 婚姻 と 離婚の推移
〔出兵 Z 『人口 動態統計』 よ り ］
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1 5 

。
昭和 25

図14 生活の 力点の変化
［出臭 ： 『国民生活白書』 昭和60.!F.度版 よ り ］
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図 1 5 少年犯罪は増加 して い る
［出典 ： r国民生活 白寄』 昭和60年度版 よ り 〕
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