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1
　
は
じ
め
に

　
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
生
ま
れ
、
ド
イ
ツ
ヘ
と
亡
命
し
、
さ
ら
に
は
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
下
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
ヘ
と
亡
命
す
る
社
会
学
者
、

カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
（
国
毘
三
き
喜
①
冒
一
。
。
8
－
這
“
刈
）
は
、
知
識
社
会
学
の
確
立
者
と
し
て
、
ま
た
、
ナ
チ
ス
の
台
頭
に
近
代

社
会
そ
の
も
の
の
病
理
を
読
み
取
っ
た
時
代
診
断
論
に
よ
っ
て
、
ひ
ろ
く
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
社
会

学
者
の
一
人
と
の
評
価
も
、
す
で
に
定
着
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
マ
ン
ハ
イ
ム
の
社
会
学
を
め
ぐ
っ
て
は
、
す
で

に
内
外
に
お
い
て
非
常
に
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
、
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
一
九
八
○
年
代
以
降
、
マ
ン

ハ
イ
ム
研
究
の
様
相
は
大
き
く
変
化
し
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
以
降
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
マ
ン
ハ
イ
ム
の
草

稿
、
報
告
、
評
論
、
講
義
録
、
書
簡
な
ど
、
多
く
の
新
資
料
が
発
掘
さ
れ
は
じ
め
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
動
き
は
、
世

紀
を
こ
え
た
現
在
に
い
た
っ
て
も
な
お
継
続
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
新
資
料
の
う
ち
、
研
究
者
の
注
目
を
多
く
集
め
、
ま
た
、
書
物
と
し
て
公
刊
さ
れ
る
な
ど
整
理
も
進
ん
で
い
る
の
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
時
代
の
も
の
、
そ
し
て
、
ド
イ
ッ
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
時
代
の
新
資
料
に
関
し
て

は
、
ま
だ
手
つ
か
ず
の
部
分
も
少
な
く
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
あ
つ
か
う
、
B
B
C
ラ
ジ
オ
放
送
の
教
育
番
組
に
お
け
る
二
つ
の
講

義
、
「
倫
理
」
（
一
九
四
三
）
と
「
社
会
学
と
は
何
か
」
（
一
九
四
五
）
の
記
録
も
、
そ
う
し
た
資
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
筆
者
の
知
る

か
ぎ
り
、
こ
の
資
料
の
内
容
を
あ
つ
か
っ
た
研
究
は
、
内
外
に
お
い
て
い
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
単
純
に
、

公
刊
さ
れ
て
お
ら
ず
入
手
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
資
料
が
、
著
作
や
報
告
と
い
っ
た
研
究
志
向
の

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
「
第
六
学
年
（
↓
箒
腔
図
浮
閃
自
B
）
」
（
日
本
の
高
校
程
度
に
相
当
）
を
対
象
と
し
た
教
育
志
向
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
こ
の
二
つ
の
連
続
講
義
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
み
て
、
非
常
に
興
味
深
い
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内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
生
前
に
公
刊
さ
れ
た
最
後
の
著
作
と
な
る
『
現
代
の
診
断
』
（
一
九
四
三
）
以
降
、
死
に
い
た
る

約
四
年
の
あ
い
だ
の
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
最
晩
年
の
思
考
の
記
録
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
本
格
的
な
論
文
も
ほ

と
ん
ど
な
く
、
死
後
に
遺
稿
が
編
集
さ
れ
て
公
刊
さ
れ
る
『
自
由
・
権
力
・
民
主
的
計
画
』
（
一
九
五
一
）
を
構
想
し
て
い
た
時
期

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
時
期
の
文
字
通
り
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
生
の
声
を
、
こ
の
資
料
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
聞
く
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
、
マ
ン
ハ
イ
ム
研
究
に
お
け
る
貴
重
な
資
料
、
と
い
う
位
置
づ
け
を
こ
え
て
、
こ
の
連
続
講
義
は
、
マ

ン
ハ
イ
ム
の
社
会
学
を
全
体
と
し
て
理
解
す
る
う
え
で
も
、
貴
重
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
以
下
の
H
、
皿
に
お
い
て
、
こ
の
連
続
講
義
を
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
思
想
的
展
開
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を

つ
う
じ
て
、
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
マ
ン
ハ
イ
ム
研
究
の
枠
を
こ
え
て
、
本
資
料
は
、
ひ
と
つ
の
示
唆
を
わ
れ
わ
れ
に
あ
た
え
て
く
れ
る
と
思
う
。

「
現
代
社
会
論
」
、
あ
る
い
は
「
現
代
社
会
の
理
論
」
と
い
う
領
域
の
歴
史
的
な
原
点
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
、

も
ち
ろ
ん
多
様
な
答
え
方
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
原
点
を
、
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
下
の
ド
イ
ツ
か
ら
亡
命
し
た
社
会
学
者
達
、
と

り
わ
け
マ
ン
ハ
イ
ム
お
よ
び
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
理
論
に
み
る
論
者
が
少
な
く
な
い
。
彼
ら
よ
り
一
世
代
前
の
、
ウ
ェ
ー
バ
ー

や
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
理
論
も
、
も
ち
ろ
ん
「
近
代
社
会
」
の
様
相
を
鋭
く
と
ら
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
自
分
た
ち
の
生
き
る
同

時
代
の
社
会
、
「
現
代
社
会
」
が
は
ら
む
問
題
性
を
、
亡
命
者
と
い
う
境
遇
に
あ
っ
て
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
、
な
お
か
つ
総
体
的
に

診
断
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
や
は
り
マ
ン
ハ
イ
ム
や
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
理
論
こ
そ
、
「
現
代
社
会
の
理
論
」

の
原
点
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
理
論
は
、
第
二
次
大
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
理
論
の
展
開
と
相
ま
っ
て
、

大
衆
社
会
論
と
呼
ば
れ
る
潮
流
を
つ
く
り
だ
し
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
「
現
代
社
会
の
理
論
」
の
展
開
に
あ
っ
て
も
そ
の
影
響
は
無

視
で
き
な
い
も
の
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
彼
ら
の
理
論
は
ま
た
、
そ
の
後
の
、
脱
工
業
社
会
論
、
管
理
社
会
論
、
消
費
社
会
論
、

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
テ
ィ
論
な
ど
と
い
っ
た
「
現
代
社
会
の
理
論
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
流
れ
の
源
流
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
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だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
き
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
連
続
講
義
は
、
「
現
代
社
会
論
」
、

域
が
、
そ
の
原
点
に
お
い
て
、
い
か
な
る
営
み
と
し
て
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
代
に
お
い
て
、
同
じ
営
み
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
も
、

く
な
い
は
ず
で
あ
る
。II

知
識
社
会
学
と
時
代
診
断
論

あ
る
い
は
「
現
代
社
会
の
理
論
」
と
い
う
領

生
々
し
く
伝
え
て
く
れ
る
証
言
と
し
て
位
置

そ
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
、
け
っ
し
て
少
な

　
ー
　
ド
イ
ツ
時
代
と
イ
ギ
リ
ス
時
代
の
連
続
性

　
で
は
ま
ず
、
か
の
連
続
講
義
を
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
思
想
的
展
開
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
作
業
を
お
こ
な
っ
て
い
く
。

　
従
来
の
マ
ン
ハ
イ
ム
解
釈
に
お
け
る
、
も
っ
と
も
大
き
な
問
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ド
イ
ツ
時
代
と
イ
ギ
リ
ス
時
代
の
マ
ン
ハ
イ

ム
の
仕
事
が
連
続
的
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
ド
イ
ツ

語
版
（
一
九
二
九
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
知
識
社
会
学
と
、
『
変
革
期
に
お
け
る
人
間
と
社
会
』
英
語
版
（
一
九
四
〇
）
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
な
時
代
診
断
論
が
、
内
的
な
連
続
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
た
し
か

に
、
表
面
的
に
み
る
と
、
ド
イ
ツ
時
代
の
知
識
社
会
学
と
イ
ギ
リ
ス
時
代
の
時
代
診
断
論
は
、
そ
れ
ら
が
異
な
る
言
語
で
書
か
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
内
容
的
に
み
て
、
テ
ー
マ
に
お
い
て
も
研
究
ス
タ
イ
ル
に
お
い
て
も
、
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
従
来
、
た
と
え
ば
、
哲
学
的
・
思
弁
的
指
向
の
強
い
ド
イ
ツ
の
大
学
や
社
会
か
ら
、
経
験

的
・
実
務
的
指
向
の
強
い
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
や
社
会
へ
と
活
動
の
場
を
う
つ
し
た
マ
ン
ハ
イ
ム
が
、
新
し
い
環
境
に
適
応
し
た
結
果

が
、
こ
の
非
連
続
性
で
あ
る
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
イ
ギ
リ
ス
ヘ
と
一
九
三
三
年
に
亡
命
す
る
直
前
の
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
（
一
九
三
〇
年
に
フ
ラ
ン

4
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ク
フ
ル
ト
大
学
教
授
に
就
任
以
降
）
の
資
料
を
み
る
と
、
す
で
に
、
こ
の
時
期
か
ら
、
後
の
時
代
診
断
論
の
構
想
が
マ
ン
ハ
イ
ム
の
な

か
で
か
た
ち
を
な
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
H
・
ガ
ー
ス
の
遺
品
か
ら
発
見
さ
れ
た
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
の
一
九
三
〇
年
夏
学
期
の
講
義
、
』
般
社
会
学
」
の
ほ
ぽ
完
全
な
記
録
の
な
か
で
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
「
再

原
始
化
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
自
己
の
生
を
反
省
的
な
距
離
を
お
い
て
眺
め
、
結
果
と
し
て
自
己
を
相
対
化

し
、
さ
ら
に
は
、
視
野
の
多
元
性
・
部
分
性
が
あ
ま
ね
く
意
識
さ
れ
る
時
代
と
し
て
現
状
を
と
ら
え
る
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
、
逆

に
こ
う
し
た
相
対
化
の
進
行
が
「
再
原
始
化
」
へ
と
反
転
す
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
た
と
え

ば
、
相
対
化
と
反
省
性
の
浸
透
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
な
お
か
つ
そ
れ
ら
す
べ
て
を
あ
え
て
な
か
っ
た
こ
と
に
し
、
単
純
な
過
去
の

状
況
へ
と
意
図
的
に
回
帰
し
よ
う
と
す
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
可
能
性
で
あ
る
（
一
。
し
。
9
ホ
山
認
）
。
ま
た
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
独
裁
体
制
が
出

現
す
る
一
年
以
上
前
の
、
一
九
三
二
年
二
月
の
報
告
、
『
社
会
学
の
現
代
的
課
題
』
に
お
い
て
も
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
す
で
に
、
民
主

主
義
そ
の
も
の
か
ら
独
裁
制
が
非
常
に
簡
単
に
う
み
だ
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
「
今
日
明
白
に
な
り
つ
つ
あ
る
事
実
」
に
ふ
れ
、
民

主
主
義
が
「
大
半
の
者
が
た
だ
そ
の
時
々
の
気
分
に
だ
け
支
配
さ
れ
て
ふ
る
ま
う
よ
う
な
情
緒
民
主
主
義
」
に
変
質
す
る
こ
と
に
警

鐘
を
な
ら
し
て
い
る
。
「
も
っ
と
も
広
義
で
の
社
会
生
活
の
民
主
化
、
と
り
わ
け
広
範
な
大
衆
の
潜
勢
的
な
決
定
参
加
と
い
う
意
味

で
の
政
治
の
民
主
化
は
、
社
会
学
的
な
市
民
教
育
を
不
可
欠
の
も
の
と
す
る
」
（
一
。
。
。
ぎ
”
ま
－
？
お
8
ム
）
。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
知
識
社
会
学
か
ら
時
代
診
断
論
へ
の
変
化
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
新
し
い
環
境
に
適
応
し

た
結
果
生
じ
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
台
頭
を
目
前
に
し
た
マ
ン
ハ
イ
ム
が
、
社
会
の
急
速
な
変
化
に
あ
わ
せ

て
、
論
じ
る
対
象
や
ス
タ
イ
ル
を
急
速
に
変
化
さ
せ
た
結
果
だ
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
内
的
な
連
続
性
は
ど
の

よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　
マ
ン
ハ
イ
ム
が
知
識
社
会
学
を
展
開
し
た
主
著
、
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
（
一
九
二
九
）
を
構
想
し
た
一
九
二
〇
年
代

後
半
は
、
い
わ
ゆ
る
相
対
的
安
定
の
時
期
に
あ
た
る
。
各
政
治
的
党
派
が
、
基
本
的
に
不
安
定
で
あ
る
も
の
の
、
あ
や
う
い
均
衡
を

5
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保
ち
つ
つ
、
対
立
し
あ
う
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
時
代
状
況
を
全
体
と
し
て
診
断
し
、
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
方
向
づ
け

を
み
い
だ
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
図
が
、
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
基
底
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
知
識
社
会
学
は
、
知

識
・
認
識
・
意
識
を
そ
れ
自
体
と
し
て
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
社
会
的
文
脈
と
の
関
連
に
お
い
て
、

つ
ま
り
は
、
存
在
拘
束
性
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
当
時
の
状
況
を
、
政
治
性
を
有
す
る
複
数
の
精
神
的
潮
流
の
対
立
と
し

て
と
ら
え
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
の
存
在
拘
束
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
つ
う
じ
て
、
各
々
の
立
場
は
、
普
遍
的
妥
当
性
を
有
す
る
絶
対
的
な
も
の
と
は
な
り
え
ず
、
部
分
的
・
相

対
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
一
九
二
九
年
二
月
に
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
に
お
い
て
開
か
れ
た
A
・

ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
の
合
同
セ
ミ
ナ
ー
の
席
上
で
マ
ン
ハ
イ
ム
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
知
識
社
会
学
は
、
い
く
つ
か
の
思
考
の
立
場

が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
に
お
い
て
互
い
に
盲
目
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
唯
一
の
真
理
の
名
の
も
と
に
対
抗
し
あ
っ
て
い
る
段
階
の
克

服
を
意
味
し
て
い
る
」
（
一
旨
O
σ
G
。
。
。
－
7
旨
8
）
。
そ
し
て
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
重
要
視
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
相
対
化
を
へ
て
、

各
々
の
立
場
が
、
自
ら
の
立
場
に
閉
塞
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
自
ら
の
立
場
の
部
分
性
を
他
の
立
場
を
つ
う
じ
て
補
完
す
る
こ

と
に
開
か
れ
て
あ
り
、
視
野
を
拡
大
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
に
お
い
て
、
マ
ン
ハ
イ

ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
お
け
る
…
…
歴
史
的
研
究
の
役
割
は
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
一
時
的
な
必

要
の
た
め
に
余
儀
な
く
さ
れ
る
不
可
避
の
自
己
実
体
化
を
く
り
返
し
後
退
さ
せ
、
自
己
神
化
を
た
え
ま
な
い
対
抗
運
動
の
な
か
で
く

り
返
し
相
対
化
す
る
こ
と
、
こ
う
い
う
仕
方
で
、
自
己
を
補
完
し
て
く
れ
る
も
の
に
た
い
し
て
開
か
れ
て
あ
る
こ
と
を
強
い
る
と
い

う
点
に
あ
る
」
（
お
認
勲
き
日
旨
零
）
。
「
全
体
性
と
は
、
部
分
的
な
視
野
を
自
ら
の
う
ち
に
受
け
い
れ
つ
つ
、
不
断
に
そ
れ
を
越
え

て
い
こ
う
と
す
る
、
全
体
へ
の
志
向
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
志
向
は
、
認
識
の
自
然
な
進
行
の
な
か
で
一
歩
一
歩
自
己
を

拡
大
し
て
い
く
。
多
、
の
さ
い
目
標
と
し
て
切
望
さ
れ
る
の
は
、
時
間
を
超
え
て
妥
当
す
る
最
終
的
結
論
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
可
能
な
、
最
大
限
の
視
野
の
拡
大
で
あ
る
」
（
一
旨
旨
乙
㌣
茜
5
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば
、
「
補
完
へ
の

6
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開
放
性
」
、
「
視
野
の
拡
大
」
と
い
っ
た
、
規
範
的
要
請
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
絶
対
化
に
向
か
う
こ
と
な
く
、
自
己
の
立
場
の

部
分
性
を
認
識
し
、
自
己
を
相
対
化
す
る
と
同
時
に
、
自
ら
の
部
分
的
な
視
野
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
他
の
視
野
に
開
か
れ
て
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
補
完
し
、
自
ら
の
地
平
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
、
い
わ
ば
「
自
己
相
対
化
と
自
己
拡
張
の
連
動
」
が
求

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
精
神
的
態
度
の
な
か
で
、
新
し
い
社
会
的
・
政
治
的
方
向
性
を
探
り
出
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ

こ
で
の
マ
ン
ハ
イ
ム
の
基
本
的
姿
勢
で
あ
っ
た
。
「
相
関
主
義
」
や
「
自
由
に
浮
動
す
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
」
と
い
う
よ
く
知
ら

れ
た
概
念
も
、
こ
の
よ
う
な
精
神
的
態
度
を
体
現
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
出
版
後
の
一
九
二
九
年
秋
、
世
界
恐
慌
が
勃
発
し
不
安
感
が
社
会
全
体
に
ひ
ろ
が
っ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
同
じ
く
一
九
二
九
年
の
秋
頃
か
ら
、
い
く
つ
か
の
地
方
自
治
体
選
挙
に
お
い
て
、
ナ
チ
ス
の
躍
進
が
無
視
で

き
な
い
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
一
九
三
〇
年
九
月
の
国
会
選
挙
で
は
、
前
回
の
選
挙
で
は
一
二
し
か
議
席

を
え
て
い
な
か
っ
た
ナ
チ
ス
が
、
一
〇
七
の
議
席
を
掌
中
に
し
、
社
会
民
主
党
（
一
四
七
議
席
）
に
つ
ぐ
第
二
党
へ
と
躍
り
出
る
と

い
う
地
滑
り
的
な
勝
利
を
お
さ
め
る
こ
と
に
な
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
に
お
い
て
マ
ン
ハ
イ
ム

が
「
自
己
相
対
化
と
自
己
拡
張
の
連
動
」
を
説
い
た
そ
の
直
後
に
、
彼
を
と
り
ま
く
社
会
は
、
ナ
チ
ズ
ム
と
い
う
唯
一
絶
対
の
教
義

の
自
己
神
化
の
渦
に
の
み
こ
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
、
知
識
社
会
学
か
ら
時
代
診
断
論
へ
と
い
う
マ
ン
ハ
イ
ム
の
変
化
の
内
的
連
続
性
を
、

次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
お
い
て
、
す
で
に
後
の
時
代
診
断
や

社
会
計
画
論
の
構
想
が
マ
ン
ハ
イ
ム
の
な
か
で
か
た
ち
を
な
し
つ
つ
あ
っ
た
の
は
、
そ
れ
以
前
に
マ
ン
ハ
イ
ム
が
彫
塑
し
た
知
識
社

会
学
的
思
考
、
そ
の
基
底
に
あ
る
「
自
己
相
対
化
と
自
己
拡
張
の
連
動
」
と
い
う
精
神
的
態
度
が
、
現
実
的
に
み
て
、
社
会
的
に
成

立
し
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
状
況
が
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
お
い
て
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
眼
前
に
展
開
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
逆
に
い
え
ば
、
こ
れ
以
降
の
マ
ン
ハ
イ
ム
の
関
心
は
、
か
の
「
自
己
相
対
化
と
自
己
拡
張
の
連
動
」
と
い
う
精
神
的
態
度
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を
破
壊
す
る
勢
力
が
近
代
社
会
を
制
覇
し
て
し
ま
う
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
ま
た
、
そ
う
し
た
勢
力
に
抗
し
て
、
か
の
精
神
的
態
度
の

本
質
的
部
分
を
保
持
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
手
段
が
講
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
基
盤
が

必
要
と
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
移
行
し
て
い
く
。
ま
さ
し
く
そ
れ
を
論
じ
る
も
の
こ
そ
、
イ
ギ
リ
ス
時
代
の
時
代
診
断
論
で

あ
る
。

　
2
　
近
代
社
会
の
危
機

　
で
は
次
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
時
代
診
断
論
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
み
て
お
き
た
い
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
台
頭
と

い
う
危
機
を
、
単
に
特
定
の
カ
リ
ス
マ
的
個
人
や
集
団
に
よ
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
代
社
会
全
般
が
孕
む
危
機
と
し

て
と
ら
え
る
。
社
会
の
大
規
模
化
、
流
動
性
の
上
昇
に
と
も
な
い
、
家
族
や
小
規
模
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
自
然
に
育
ま
れ
て

い
た
価
値
観
を
見
失
っ
た
人
々
は
、
集
団
の
絆
と
い
う
「
甲
羅
」
を
失
い
、
あ
ま
り
に
も
脆
弱
で
不
定
形
な
姿
を
外
気
に
さ
ら
す
、

「
甲
羅
の
な
い
蟹
」
と
化
し
て
い
る
、
と
マ
ン
ハ
イ
ム
は
述
べ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
集
団
の
絆
を
喪
失
し
、
あ
る
意
味
で
は
小
集
団
に

閉
じ
こ
め
ら
れ
た
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
も
い
い
う
る
こ
う
し
た
状
況
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
先
に
み
た
よ
う
な
「
視
野
の
拡

大
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
り
う
る
。
し
か
し
、
近
代
社
会
に
お
い
て
、
多
く
の
人
々
は
、
む
し
ろ
「
所
属
感
」
を
喪
失
し
、
さ
ら

に
そ
の
帰
結
と
し
て
、
な
に
か
に
た
い
し
て
具
体
的
に
感
じ
る
も
の
で
あ
る
「
責
任
感
」
を
も
希
薄
化
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

状
況
下
で
、
判
断
や
行
為
を
統
制
す
る
規
範
は
、
不
安
定
で
、
な
お
か
つ
予
測
の
つ
か
な
い
仕
方
で
推
移
す
る
も
の
と
な
る
。
『
現

代
の
診
断
』
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
お
い
て
も
、
ま
た
食
事
や
作
法
や
ふ
る
ま
い
の
よ

う
な
基
本
的
な
習
慣
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
さ
え
も
、
見
解
が
対
立
し
て
い
な
い
も
の
は
な
に
ひ
と
つ
と
し
て
存
在
し
な
い
。
わ
れ
わ

れ
は
、
こ
の
よ
う
に
意
見
が
著
し
く
分
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
は
た
し
て
善
い
こ
と
な
の
か
悪
い
こ
と
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
さ
え
も
、
ま
た
、
過
去
の
よ
う
に
も
っ
と
強
い
同
調
性
が
好
ま
し
い
の
か
、
そ
れ
と
も
近
代
の
よ
う
に
個
人
の
選
択
を
強
調
す
る

8
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こ
と
が
好
ま
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
さ
え
も
、
意
見
の
一
致
を
み
る
こ
と
が
な
い
」
（
一
㊤
ホ
ニ
令
旨
緕
）
。

　
と
は
い
え
、
集
団
の
絆
の
喪
失
と
い
う
事
態
は
、
た
だ
ち
に
、
人
々
が
集
団
に
所
属
し
な
い
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。
産
業
化
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
、
分
業
化
が
進
み
、
新
た
な
経
済
的
組
織
が
形
成
さ
れ
て
い
く
に
し
た
が
っ

て
、
人
々
も
ま
た
、
そ
う
し
た
組
織
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
機
能
的
合
理
性
」
が
浸
透
し
た
組
織
へ
と
あ
ら
た
に
組
み

込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
機
能
的
合
理
性
」
と
は
、
一
連
の
行
動
が
、
あ
ら
か
じ
め
あ
た
え
ら
れ
た
目
標
を
達
成
す
る

た
め
に
、
も
っ
と
も
効
率
よ
い
か
た
ち
で
組
織
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
合
理
性
で
あ
る
。
こ
う
し
た
合
理
性
が
貫
徹
し
た
組

織
に
お
い
て
、
人
々
は
、
組
織
全
体
、
さ
ら
に
社
会
全
体
に
お
け
る
自
ら
の
行
動
の
位
置
や
は
た
ら
き
、
ま
た
そ
の
究
極
的
意
味
に

つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
徐
々
に
放
棄
し
て
い
く
。
こ
れ
を
マ
ン
ハ
イ
ム
は
「
機
能
的
合
理
性
の
判
断
力
麻
痺
作
用
」
と
呼
ぶ
。
「
産

業
的
合
理
化
は
た
し
か
に
機
能
的
合
理
性
を
高
め
は
す
る
が
、
し
か
し
自
ら
判
断
を
か
た
ち
づ
く
る
能
力
と
い
う
意
味
で
の
実
質
的

合
理
性
の
育
成
に
、
社
会
的
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
は
ま
す
ま
す
少
な
く
な
る
」
（
一
8
9
3
・
註
下
。
。
）
。
こ
こ
で
い
う
「
実
質
的
合
理

性
」
と
は
、
「
所
与
の
状
況
を
見
据
え
て
、
物
事
の
連
関
に
つ
い
て
の
自
ら
の
洞
察
に
も
と
づ
い
て
、
判
断
力
あ
る
行
動
を
す
る
能

力
」
（
一
㊤
ω
㎝
乙
㎝
こ
ミ
）
で
あ
る
。
機
能
的
合
理
化
の
貫
徹
し
た
組
織
に
お
い
て
、
人
々
は
、
組
織
全
体
、
さ
ら
に
は
社
会
全
体
に

つ
い
て
洞
察
す
る
こ
と
を
自
ら
放
棄
し
、
結
果
的
に
、
決
定
権
を
組
織
者
に
引
き
渡
し
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
組
織
や
社
会
全
体

を
見
渡
し
、
そ
の
方
向
性
に
つ
い
て
判
断
を
く
だ
す
力
は
、
ま
す
ま
す
少
数
者
の
も
と
に
集
中
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
マ
ン
ハ
イ

ム
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
「
平
均
的
な
人
間
は
、
機
能
的
に
合
理
化
さ
れ
た
一
連
の
行
動
に
順
応
す
る
新
し
い
行
為
を

す
る
ご
と
に
、
自
ら
の
精
神
的
な
成
熟
を
少
し
ず
つ
手
放
し
、
指
導
さ
れ
る
こ
と
に
ま
す
ま
す
慣
れ
、
自
分
で
洞
察
す
る
こ
と
を
諦

め
る
こ
と
に
ま
す
ま
す
慣
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
危
機
の
時
代
に
な
っ
て
、
徹
底
的
に
合
理
化
さ
れ
た
機
構
が
ひ
と
た
び
崩
壊
し

て
し
ま
う
と
、
個
人
は
自
ら
の
見
識
に
よ
っ
て
そ
れ
を
修
復
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
そ
う
な
っ
て
は
じ
め
て
、
自
ら
の
無
力

さ
を
、
な
に
も
知
ら
な
い
で
い
る
こ
と
の
不
安
さ
と
し
て
感
じ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
個
人
は
、
社
会
の
危
機
的

9
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状
況
に
あ
っ
て
、
洞
察
を
お
こ
な
う
判
断
力
を
う
る
た
め
に
必
要
な
努
力
を
、
放
り
出
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
」
（
一
㊤
。。
㎝
乙
①
為

開
篇
“
Oo
－
O
）
。

　
そ
し
て
、
一
方
で
こ
の
よ
う
な
機
能
的
合
理
化
の
進
行
と
と
も
に
、
他
方
、
一
，
基
本
的
民
主
化
」
の
進
行
に
よ
っ
て
、
多
く
の

人
々
が
政
治
へ
と
参
入
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
人
々
、
大
衆
は
、
こ
れ
ま
で
の
マ
ン
ハ
イ
ム
の
考
察
を
ふ
ま
え
て

い
え
ば
、
現
状
で
は
、
生
活
の
指
針
を
見
失
っ
た
「
甲
羅
の
な
い
蟹
」
の
よ
う
な
人
々
で
あ
り
、
ま
た
、
機
能
的
合
理
化
の
進
行
に

よ
っ
て
判
断
力
を
麻
痺
さ
せ
た
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
が
抱
く
不
安
感
、
非
合
理
的
な
衝
動
が
も
し
組
織
化
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
、
社
会
全
体
を
一
定
の
方
向
へ
と
動
か
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
基
本
的
民
主
化
と
い
う
過
程

が
、
時
と
し
て
、
民
主
化
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
し
ま
う
よ
う
な
傾
向
を
自
ら
う
み
だ
す
事
態
を
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
「
否
定
的
民

主
化
」
と
呼
ん
で
い
る
。
独
裁
制
の
成
立
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
非
民
主
的
な
敵
に
よ
っ
て
民
主
主
義
が
外
部
か
ら
破
壊
さ
れ
た
と

考
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
民
主
主
義
の
内
部
に
あ
る
ま
さ
に
そ
れ
自
身
の
特
質
に
よ
っ
て
、
民
主
主
義
が
自
ら
を
否

定
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
帰
結
と
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
否
定
的
民
主
化
は
、
独
裁
制
と
い
う
か
た
ち
で
姿
を
現
す
の
み
で
は
な
い
。
独
裁
制
を
拒
否
す
る
他
の
諸
国
に
お
い
て

も
、
近
代
社
会
そ
の
も
の
に
孕
ま
れ
る
、
以
上
で
み
て
き
た
よ
う
な
状
況
は
、
同
じ
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
状
を
そ

の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、
権
力
を
手
中
に
し
た
少
数
の
人
々
に
よ
っ
て
、
社
会
が
特
定
の
方
向
へ
と
急
激
に
動
か
さ
れ
て
し
ま
う
可
能

性
も
あ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
民
主
主
義
は
、
道
徳
的
に
建
設
的
な
力
と
同
様
に
破
壊
的
な
力
を
も
拡
散
さ

せ
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
的
な
放
射
装
置
で
あ
る
」
（
一
。
ω
9
9
↓
認
）
。
こ
の
よ
う
な
民
主
主
義
の
二
面
性
を
見
据
え
て
、
い
わ
ば
、

そ
の
否
定
的
な
側
面
の
作
用
に
抗
し
つ
つ
、
そ
の
肯
定
的
な
側
面
の
進
展
を
促
す
方
途
を
探
る
こ
と
が
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
課
題
と
な

る
の
で
あ
る
。

10
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3
　
社
会
計
画
と
教
育

　
次
に
、
以
上
の
よ
う
な
時
代
診
断
を
ふ
ま
え
て
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
処
方
箋
が
存
在
し
う
る
と
マ
ン
ハ
イ
ム
が
考
え
る
の
か
、

み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
マ
ン
ハ
イ
ム
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
自
由
放
任
的
な
自
由
主
義
で
は
な
く
、
ま
た
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
も
異
な
る
、

「
第
三
の
道
」
へ
と
歩
み
を
す
す
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
「
最
大
限
の
自
由
と
自
己
決
定
を
許
容
す
る
よ
う
な
計
画
の
形
式
」
と
し
て

の
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
を
す
す
め
る
必
要
性
を
強
調
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
最
大
限
の
自
由
と
自
己
決
定
は
、

最
小
限
の
同
調
性
を
支
え
る
基
本
的
価
値
観
の
共
有
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
三
八
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
マ
ン
チ

ェ
ス
タ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
で
お
こ
な
わ
れ
た
講
義
の
記
録
で
あ
る
「
計
画
社
会
と
人
問
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
に
お
い
て
、
マ
ン
ハ
イ

ム
は
、
自
発
的
な
活
動
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
社
会
に
お
け
る
合
意
や
協
力
が
そ
れ
な
く
し
て
は
成
立
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、

人
々
の
基
本
的
な
同
調
性
を
は
ぐ
ぐ
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
フ
ェ
ア
プ
レ
ー
、
親
切
心

（
号
。
窪
2
）
、
共
同
体
精
神
、
正
義
の
感
覚
、
労
働
意
欲
な
ど
に
か
か
わ
る
最
小
限
の
同
調
性
で
あ
る
（
一
8
。
。
乙
。
・
。
）
。
し
た
が
っ
て
、

自
由
の
た
め
の
計
画
を
お
こ
な
う
立
場
は
、
す
べ
て
に
寛
容
で
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
か
の
基
本
的
価
値
観
の
破
壊
や
侵
害
に
た
い

し
て
の
み
戦
闘
的
と
な
り
、
か
の
価
値
観
を
積
極
的
に
擁
護
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
マ
ン
ハ
イ
ム
の
い
う
「
戦
闘
的
民
主
主
義
」

の
立
場
で
あ
る
。

　
自
由
の
た
め
の
計
画
は
、
社
会
全
体
を
一
気
に
変
革
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
は
な
く
、
社
会
の
構
造
の
把
握
を
基
礎
と
し
て
、

「
鍵
と
な
る
位
置
」
か
ら
の
介
人
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
の
手
段
と
な
る
の
が
、
各
種
の
「
社
会
技
術
」
で
あ
る
。

『
現
代
の
診
断
』
に
お
い
て
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
『
社
会
技
術
』
と
は
、
私
の
理
解
で
は
、
人
間
行
動
に
影
響

を
お
よ
ぼ
す
こ
と
を
意
図
し
、
統
治
機
関
の
手
中
に
あ
る
場
合
に
は
、
社
会
統
制
の
た
め
の
非
常
に
強
力
な
手
段
と
し
て
作
用
す
る

よ
う
な
諸
方
法
の
総
体
の
こ
と
で
あ
る
」
。
（
一
罐
G
。
乙
H
誌
し
。
“
）
。
具
体
的
に
は
、
社
会
技
術
と
は
、
た
と
え
ば
、
暴
力
的
強
制
装
置

ll
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と
し
て
の
軍
事
技
術
、
社
会
組
織
の
管
理
技
術
、
人
間
行
動
の
統
制
技
術
、
ま
た
、
新
聞
や
ラ
ジ
オ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
、
学

校
に
お
け
る
教
育
、
社
会
福
祉
事
業
の
導
入
な
ど
で
あ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、
社
会
技
術
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
善
で
も

悪
で
も
な
く
、
そ
の
効
果
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。
大
規
模
化
し

た
近
代
社
会
に
お
い
て
、
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
社
会
技
術
の
使
用
は
不
可
欠
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
自
由
の
た

め
の
計
画
」
と
い
う
理
念
の
も
と
に
、
社
会
技
術
の
使
用
が
、
意
識
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
そ
し
て
一
九
四
〇
年
代
以
降
、
こ
の
よ
う
な
社
会
技
術
の
な
か
で
も
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
と
り
わ
け
重
視
す
る
よ
う
に
な
る
の
が
、

教
育
で
あ
る
。
先
に
、
自
由
の
た
め
の
計
画
は
、
自
由
の
最
大
限
の
許
容
と
、
そ
の
許
容
の
た
め
の
統
制
と
い
う
二
重
の
戦
略
を
と

る
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
自
由
の
た
め
の
計
画
に
お
け
る
教
育
も
、
い
わ
ば
二
段
構
え
の
も
の
と
な
る
。
『
現
代
の
診
断
』

に
お
い
て
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
段
階
を
ふ
ん
だ
教
育
、
す
な
わ
ち
、
最
初
に
集
団
へ
の
同
調
性
の
た
め

の
教
育
、
そ
し
て
次
に
多
面
的
で
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
形
成
の
た
め
の
教
育
」
（
一
漣
ω
乙
7
お
置
）
。
っ
ま
り
、

教
育
的
戦
略
と
し
て
、
ま
ず
は
、
先
に
み
た
よ
う
な
、
同
胞
愛
や
相
互
扶
助
な
ど
民
主
主
義
の
基
盤
と
な
る
価
値
観
を
、
子
供
た
ち

に
、
教
え
込
ん
だ
り
説
教
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
に
納
得
で
き
る
よ
う
な
か
た
ち
で
身
に
つ
け
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
、
祉
会
の
秩
序
を
成
立
さ
せ
る
基
礎
と
な
る
社
会
的
同
調
性
が
ひ
と
た
び
培
わ
れ
た
な
ら
、
次
に
は
、
個
人
の

自
発
的
な
選
択
、
自
由
な
実
験
的
態
度
に
よ
る
試
行
錯
誤
を
重
ん
じ
る
教
育
を
お
こ
な
う
こ
と
が
む
し
ろ
必
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
、
「
合
意
さ
れ
た
同
調
と
、
自
由
の
あ
い
だ
の
バ
ラ
ン
ス
」
の
と
れ
た
「
調
和
の
と
れ
た
態
度
」
を
育
む
こ
と
が
、
民
主
主

義
的
教
育
の
目
標
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
目
標
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
の
が
、
「
社
会
的
教
育
」
で
あ
る
。
『
現
代
の
診
断
』
に
お
い
て
、
マ
ン
ハ

イ
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
教
育
と
い
う
も
の
は
、
具
体
的
な
社
会
か
ら
離
れ
て
抽
象
的
に
人
間
を
つ
く
る
と
い
う
も
の

で
は
な
く
、
所
与
の
社
会
の
な
か
で
、
ま
た
そ
の
社
会
の
た
め
に
人
間
を
つ
く
る
も
の
で
あ
る
」
（
一
漣
ω
る
令
奏
畠
）
。
「
そ
れ
ぞ
れ
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の
時
代
が
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
や
、
教
育
目
標
が
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
社
会
秩
序
か
ら
切
り
離
さ
れ

て
し
ま
う
と
、
社
会
の
教
育
目
標
を
適
切
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
一
罐
ω
る
令
お
お
）
。
こ
れ
に
た
い
し
て
従
来
、
教
育

は
、
社
会
生
活
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
独
立
区
画
と
し
て
考
え
ら
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
と
、
社
会
の
状
況
と
教
育
の

内
容
が
た
と
え
乖
離
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
、
各
科
目
の
内
容
と
社
会
組
織
と
し
て
の
学
校
の
あ
り
方
や
そ
の
な
か
で

の
生
活
が
乖
離
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
等
閑
視
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
教
育
も
ま
た
社
会
の
な
か
に
組
み
込

ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
生
活
に
根
ざ
し
た
営
み
と
し
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
教
育
も
ひ

と
つ
の
社
会
技
術
な
の
で
あ
り
、
学
校
も
そ
れ
を
に
な
う
社
会
統
制
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
機
関
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
、

教
育
や
学
校
は
、
そ
れ
が
「
社
会
に
た
い
し
て
盲
目
」
に
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
成
人
教
育
を
も
含
め
た
生
涯
に
わ
た
る
教
育
、
ま

た
、
学
校
外
の
諸
集
団
や
メ
デ
ィ
ア
と
連
携
し
た
教
育
、
つ
ま
り
は
、
社
会
生
活
の
場
そ
の
も
の
を
教
育
の
場
と
考
え
る
よ
う
な

「
社
会
的
教
育
」
を
志
向
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
マ
ン
ハ
イ
ム
の
考
え
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
社
会
的
教
育
を
つ
う
じ
て
、
人
々
の
あ
い
だ
に
「
自
己
相
対
化
と
自
己
拡
張
の
連

動
」
と
い
う
先
に
み
た
精
神
的
態
度
、
つ
ま
り
は
民
主
主
義
的
な
思
考
・
行
動
様
式
が
培
わ
れ
て
い
く
こ
と
が
、
最
小
限
の
同
調
性

と
最
大
限
の
自
己
決
定
を
両
立
さ
せ
る
社
会
、
つ
ま
り
は
、
「
第
三
の
道
」
と
し
て
の
民
主
主
義
的
社
会
を
構
築
す
る
た
め
の
礎
石

と
な
る
の
で
あ
る
。

III

ラ
ジ
オ
と
社
会
的
教
育

1
　
社
会
技
術
と
し
て
の
ラ
ジ
才

さ
て
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、

自
由
の
た
め
の
計
画
を
推
進
し
て
い
く
た
め
の
社
会
技
術
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
新

13
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聞
や
ラ
ジ
オ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
あ
げ
て
い
た
。
た
だ
、
メ
デ
ィ
ア
の
政
治
的
利
用
を
つ
う
じ
て
の
大
衆
動
員
と
い
う
点
で
は
、
む

し
ろ
、
当
時
の
ナ
チ
ス
の
例
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
な
ど
社
会
技
術
が
発
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
数
の
者
が
社
会

全
体
を
支
配
す
る
技
術
的
可
能
性
が
開
か
れ
、
権
力
の
集
中
化
が
助
長
さ
れ
た
と
マ
ン
ハ
イ
ム
は
み
て
い
る
。
ナ
チ
ス
の
全
体
主
義

的
統
治
も
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
発
達
し
た
社
会
技
術
の
帰
結
で
あ
る
。
一
九
三
八
年
の
講
義
の
記
録
で
あ
る
「
計
画

社
会
と
人
間
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
権
力
の
集
中
化
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
同

様
の
集
中
化
は
、
世
論
形
成
の
手
段
に
関
し
て
も
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
新
聞
や
ラ
ジ
オ
を
つ
う
じ
て
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
見

解
の
機
械
化
さ
れ
た
大
量
生
産
と
い
う
こ
と
も
、
同
じ
方
向
で
動
い
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
加
え
て
、
学
校
や
他
の
あ
ら
ゆ
る

教
育
を
単
一
の
中
心
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
す
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
民
主
主
義
的
な
政
体
か
ら
全
体

主
義
的
な
体
制
へ
と
い
う
近
年
み
ら
れ
た
変
化
も
ま
た
、
人
々
の
考
え
方
が
変
化
し
た
か
ら
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
社
会
技
術
の

変
化
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
」
（
一
。
ω
。
。
”
謡
①
）
。
先
に
み
た
学
校
教
育
と
な
ら
ん
で
、
新
聞
や
ラ
ジ
オ
と
い

っ
た
メ
デ
ィ
ア
が
、
政
治
体
制
を
変
化
さ
せ
う
る
ほ
ど
に
強
い
力
を
持
つ
社
会
技
術
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

だ
ろ
う
。
た
だ
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
社
会
技
術
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
善
い
も
の
で
も
な
く
、
悪
い
も
の
で
も
な
い
。
問

題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
使
わ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
反
民
主
主
義
的
な
目
的

の
た
め
に
ラ
ジ
オ
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
容
認
さ
れ
え
な
い
。
遺
稿
『
自
由
・
権
力
・
民
主
的
計
画
』
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な

記
述
が
み
え
る
。
「
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
社
会
構
造
と
い
う
観
点
か
ら
ラ
ジ
オ
の
宣
伝
力
と
い
う
も
の
を
考
え
る
な
ら
ば
、
反
民
主

主
義
的
な
宣
伝
を
許
容
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
明
確
な
立
場
が
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
理
論
的
議
論
の
レ
ベ
ル
で
は
、
民
主
主
義

は
あ
ら
ゆ
る
見
解
を
許
容
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
民
主
主
義
的
理
論
を
そ
の
反
対
者
と
の
不
断
の
議
論
の
な
か
で
十

全
に
発
達
さ
せ
る
た
め
に
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
し
か
な
い
。
も
し
反
民
主
主
義
的
な
宣
伝
と
、
さ
ら
に
悪
く
す
れ
ば
、
反
民
主
主

義
的
な
煽
動
が
自
由
に
動
く
こ
と
を
許
容
す
る
と
す
れ
ば
、
自
滅
的
な
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
（
お
鐸
一
零
己
器
“
）
。
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マンハイムとラジオ

戦
闘
的
民
主
主
義
と
い
う
マ
ン
ハ
イ
ム
の
立
場
に
つ
い
て
先
に
ふ
れ
た
。
自
由
の
た
め
の
計
画
に
お
い
て
、
「
寛
容
と
は
、
不
寛
容

な
も
の
に
た
い
し
て
寛
容
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
（
一
漣
。
乙
認
H
ヒ
旨
）
。
自
由
の
た
め
の
計
画
は
、
人
々
の
多

様
性
を
奨
励
し
、
個
性
や
創
造
性
の
自
由
な
発
展
を
う
な
が
す
。
こ
の
点
で
、
そ
れ
は
、
多
様
性
を
最
大
限
許
容
し
よ
う
と
す
る
。

し
か
し
他
方
、
そ
れ
は
、
か
の
民
主
主
義
の
基
本
的
価
値
観
を
侵
害
し
、
破
壊
す
る
も
の
を
も
許
容
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ラ
ジ
オ

と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
つ
う
じ
て
の
強
力
な
宣
伝
は
、
ま
さ
し
く
民
主
主
義
そ
の
も
の
を
破
壊
す
る
力
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
マ
ン
ハ
イ
ム
は
ま
た
、
B
B
C
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
箇
所
で
言
及
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
変
革
期
に
お
け
る
人
間
と
社

会
』
の
英
語
版
に
お
い
て
は
、
「
B
B
C
に
お
い
て
番
組
が
い
か
に
民
主
主
義
的
に
企
画
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
大
衆
の
余
暇
に

影
響
力
を
も
つ
。
何
を
知
ら
せ
、
何
を
知
ら
せ
な
い
か
と
い
う
単
な
る
選
定
だ
け
で
も
、
人
々
の
趣
味
や
状
態
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
（
一
2
9
0。
G

。
下
＝
8
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
B
B
C
の
現
状
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
マ
ン
ハ
イ

ム
は
、
遺
稿
『
自
由
・
権
力
・
民
主
的
計
画
』
に
お
け
る
記
述
か
ら
す
る
と
、
比
較
的
肯
定
的
な
意
見
を
も
っ
て
い
た
よ
う
だ

（
這
鐸
影
マ
鵠
G
。
ω
）
。
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、
B
B
C
の
諸
規
定
は
、
多
様
な
見
解
が
公
平
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
し
て
い

る
。
B
B
C
の
委
員
会
も
、
単
に
営
利
的
関
心
に
よ
っ
て
動
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
層
の
一
般
人
の
代
表
か
ら
成
り

立
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
議
会
の
統
制
下
に
あ
る
。
「
B
B
C
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
機
関
の
技
術
的
特
性
と
い
う
こ

と
よ
り
も
、
制
度
を
民
主
主
義
的
に
運
営
し
よ
う
と
い
う
意
志
の
ほ
う
が
、
よ
り
重
要
な
の
で
あ
る
」
。

　
2
　
中
間
考
察

　
さ
て
、
先
の
H
で
み
て
き
た
よ
う
な
マ
ン
ハ
イ
ム
の
思
想
的
展
開
、
ま
た
、
皿
の
ー
で
み
た
よ
う
な
ラ
ジ
オ
に
関
す
る
マ
ン
ハ
イ

ム
の
見
解
を
ふ
ま
え
て
み
る
と
き
、
こ
れ
以
降
あ
つ
か
う
マ
ン
ハ
イ
ム
の
B
B
C
に
お
け
る
連
続
講
義
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
基

本
的
な
特
徴
づ
け
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
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端
的
に
い
え
ば
、
B
B
C
に
お
け
る
連
続
講
義
の
よ
う
な
活
動
は
、
先
に
み
た
よ
う
な
、
自
由
の
た
め
の
計
画
に
お
い
て
必
要
と

さ
れ
る
社
会
的
教
育
を
、
マ
ン
ハ
イ
ム
自
ら
担
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

教
育
と
ラ
ジ
オ
と
い
う
ふ
た
つ
の
社
会
技
術
を
も
ち
い
て
、
「
自
己
相
対
化
と
自
己
拡
張
の
連
動
」
と
い
う
精
神
的
態
度
、
あ
る
い

は
民
主
主
義
的
な
思
考
・
行
動
様
式
を
、
若
者
た
ち
の
あ
い
だ
に
培
お
う
と
す
る
試
み
と
し
て
、
か
の
連
続
講
義
を
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
実
際
、
一
九
四
〇
年
代
以
降
、
大
戦
下
の
大
学
内
の
事
情
な
ど
も
あ
っ
た
に
せ
よ
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
大
学
外
の

様
々
な
活
動
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
る
。
各
種
教
育
団
体
で
の
講
演
、
学
校
教
育
・
成
人
教
育
の
関
係
者
と
の
会
合
や
研
究
グ
ル
ー

プ
ヘ
の
参
加
、
宗
教
関
係
者
の
研
究
グ
ル
ー
プ
ヘ
の
参
加
、
さ
ら
に
は
、
ラ
ウ
ト
レ
ッ
ジ
・
ア
ン
ド
・
ケ
ー
ガ
ン
・
ポ
ー
ル
社
の

「
社
会
学
お
よ
び
社
会
再
建
国
際
叢
書
」
の
創
設
お
よ
び
編
集
、
ユ
ネ
ス
コ
発
足
へ
の
関
与
な
ど
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
い
う
社
会
的
教

育
に
関
連
し
た
活
動
が
積
極
的
に
な
さ
れ
て
い
く
。
B
B
C
ラ
ジ
オ
放
送
で
の
教
育
的
活
動
も
ま
た
そ
の
一
部
で
あ
る
。
繰
り
返
せ

ば
、
こ
う
し
た
活
動
は
、
自
由
の
た
め
の
計
画
の
一
環
と
し
て
の
社
会
的
教
育
の
整
備
と
い
う
マ
ン
ハ
イ
ム
の
処
方
箋
を
、
自
ら
体

現
し
、
実
践
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
一
般
的
に
、
今
日
に
お
い
て
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
業
績
へ
の
言
及
は
、
知
識
社
会
学
を
確
立
し
た
古
典
と
し
て
、
ま
た
、
機
能
的
合

理
性
な
ど
の
概
念
の
現
代
へ
の
応
用
と
い
っ
た
文
脈
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
そ
の
さ
い
、
あ
ら
た
め
て
留
意
す
べ

き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
思
考
が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
時
代
か
ら
ド
イ
ツ
時
代
を
へ
て
イ
ギ
リ
ス
時
代
に
い
た
る
ま

で
、
つ
ね
に
「
生
活
に
根
ざ
し
た
思
考
」
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
研
究
や
教
育
が
、
人
々
の
生
活
の

様
相
や
感
覚
と
乖
離
し
た
も
の
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
識
が
マ
ン
ハ
イ
ム
に
は
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
た
。
知
識
社
会

学
に
し
て
も
時
代
診
断
論
に
し
て
も
、
人
々
の
生
活
が
お
か
れ
て
い
る
社
会
的
状
況
を
で
き
る
か
ぎ
り
総
体
的
に
把
握
し
う
る
視
野

を
開
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
視
野
か
ら
具
体
的
な
処
方
箋
を
ひ
き
だ
し
、
人
々
に
は
た
ら
き
か
け
て
い

こ
う
と
す
る
志
向
が
そ
こ
に
は
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
生
活
に
根
ざ
し
た
思
考
」
に
は
、
社
会
状
況
の
変
化
に
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あ
わ
せ
て
自
ら
を
た
え
ず
更
新
し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
見
す
る
と
非
連
続
的
に
み
え
る
、
ド
イ
ツ

時
代
か
ら
イ
ギ
リ
ス
時
代
に
か
け
て
の
マ
ン
ハ
イ
ム
の
変
化
も
、
急
激
な
社
会
の
変
化
に
お
う
じ
て
、
論
じ
ら
れ
る
必
要
性
の
あ
る

主
題
が
急
速
に
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
マ
ン
ハ
イ
ム
の
思
考
の
基
本
的
な
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な

変
化
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
以
降
あ
つ
か
う
B
B
C
に
お
け
る
連
続
講
義
も
ま
た
、
以
ヒ
で
述
べ
た
よ
う
な
マ
ン
ハ
イ
ム
の
思
考
の
基
本
的
特

徴
を
、
き
わ
め
て
鮮
明
な
か
た
ち
で
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

マンハイムとラシオ

　
3
　
B
B
C
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
二
つ
の
連
続
講
義

　
B
B
C
が
、
国
王
の
特
許
状
の
も
と
に
存
立
す
る
公
共
事
業
体
と
し
て
設
立
さ
れ
る
の
は
、
一
九
二
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
第
二

次
大
戦
開
戦
以
降
は
、
開
始
さ
れ
た
ば
か
り
の
テ
レ
ビ
放
送
が
中
止
に
な
り
、
ま
た
用
紙
不
足
で
新
聞
の
ぺ
ー
ジ
数
が
大
幅
に
減
る

な
か
で
、
そ
の
ラ
ジ
オ
放
送
、
と
り
わ
け
ニ
ュ
ー
ス
放
送
は
人
々
に
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
第
二
次
大
戦
開

戦
後
の
一
九
四
〇
年
四
月
か
ら
、
放
送
は
、
従
来
か
ら
の
「
ホ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
」
と
、
「
軍
隊
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
二
つ
に
わ
け
て
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
後
者
の
軍
隊
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
基
本
的
に
軍
関
係
者
の
慰
労
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

内
容
が
娯
楽
色
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
一
般
市
民
の
聴
取
率
も
ホ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
よ
り
も
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
高
か
っ
た
と
い

う
（
簑
葉
冨
。
8
］
）
。
他
方
、
ホ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
は
、
音
楽
や
ニ
ュ
ー
ス
、
評
論
・
討
論
、
学
校
放
送
、
ド
ラ
マ
、
舞
台
、
子
ど
も

番
組
、
宗
教
関
係
の
放
送
な
ど
よ
り
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
一
九
四
四
年
に
放
送
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
訳
で
み
る
と
、
音

楽
放
送
（
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
、
軽
音
楽
、
ダ
ン
ス
音
楽
な
ど
）
が
全
体
の
約
四
割
強
、
ニ
ュ
ー
ス
や
評
論
・
討
論
が
全
体
の
二
割
強
、

学
校
放
送
が
全
体
の
一
割
強
と
な
っ
て
い
る
。
学
校
放
送
は
、
一
九
四
〇
年
代
以
降
、
一
万
校
以
上
の
学
校
に
お
い
て
聴
取
さ
れ
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
（
㌍
貫
鵯
［
這
霧
］
）
。
こ
の
学
校
放
送
の
草
創
期
の
編
成
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぽ
し
た
の
が
、
メ
ア
リ
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　　　表1　BBCラジオ放送におけるカール・マンハイムの連続講義

第六学年のための講義　「倫理」（1回20分）

回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回
第7回

第8同

第g回

放送日 タイトル

可 1943年9月24日 善悪についての意見はなぜ食い違うのか？　共通の価値観な

しに祉会は存続できるのかP

可 1943年10月1日 小集団は独自の道徳的な力を持っているのかP　社会的教育
の意味

司 1943年10月8口 人問の本質とはP　人間の行動にあたえる社会の影響

口1 1943年10月15口 われわれの道徳はどこから来るのかP（D　基本的な道徳の源

泉としての家族、近隣関係、コミュニティ

司 1943年10月22日 われわれの道徳はどこから来るのかP（2）われわれ皆が施設

で育てられたほうが良いのかP

則 1943年10月29日 道徳はその意味を失いうるのかP（1）人格の成長と若者の葛藤

口1

1943年11月5日 道徳はその意味を失いうるのかP（2）祉会の発展と責任感の

育成

口1 1943年11月12日 われわれの時代の危機（1）どのようにしたら価値観について

ふたたび合意することができるのか？　課題に対する全体主

義の解答

回 1943年11月19日 われわれの時代の危機（2）民主主義の道

第六学年のための講義　「社会学とは何か」（1回20分）

回 放送日 タイトル

第1回 1945年1月19日 「社会のなかで成長する」

第2回 1945年1月26口 協力と競争（1〉人間は本質的に協力的なのか？

第3回 1945年2月2日 協力と競争（2）人間は本質的に競争的なのか？

第4回 1945年2月9日 人問の葛藤と人間の適応（1）個人的な葛藤をどのように扱う

かP

第5同 1945年2月16日 人間の葛藤と人間の適応（2）偏見に対して何をなすべきか？

第6同 1945年2月23日 人問の葛藤と人間の適応（3）国家や人種は互いに永遠に戦い

合うのか？

第7回 1945年3月2日 規律についてのいくつかの考え方　刑罰か、社会的指導かP

第8回 1945年3月9日 リーダーシップか、支配かP　民主主義におけるリーダーシップ

第9回 1945年3月16日 自分自身にっいての諸個人のとらえかた　社会のなかに自分

の場所をみつけること

第10回 1945年3月23日 民主主義的パーソナリティ　責任をともなう自由
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マンハイムとラジオ

1
・
サ
マ
ー
ビ
ル
と
い
う
女
性
で
あ
っ
た
。
マ
ン
ハ
イ
ム
の
連
続
講
義
を
担
当
し
た
ス
タ
ッ
フ
の
中
心
に
い
た
の
も
、
こ
の
サ
マ
ー

ビ
ル
で
あ
る
。

　
一
九
四
〇
年
代
以
降
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
B
B
C
の
ラ
ジ
オ
放
送
に
、
海
外
向
け
放
送
も
含
め
て
、
た
び
た
び
出
演
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
一
九
四
五
年
四
月
一
七
日
放
送
の
「
新
し
い
社
会
に
お
け
る
新
し
い
人
間
」
と
い
う
講
演
、
ま
た
、
一
九
四
五
年
八
月

一
四
日
に
放
送
さ
れ
た
「
人
間
の
条
件
」
と
題
さ
れ
た
講
演
、
そ
し
て
、
一
九
四
六
年
六
月
二
〇
日
に
放
送
さ
れ
た
「
人
間
行
動
に

つ
い
て
の
新
し
い
科
学
」
と
い
う
講
演
な
ど
が
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
も
、
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
、
ま
と
ま
っ
た
二
つ
の
連
続
講

義
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
連
続
講
義
は
、
第
六
学
年
（
日
本
の
高
校
程
度
に
相
当
）
向
け
の
教
育
番
組
で
あ
り
、
「
倫
理
」
（
一
九
四
三

年
九
月
か
ら
一
一
月
ま
で
九
回
放
送
）
、
お
よ
び
、
「
社
会
学
と
は
何
か
」
（
一
九
四
五
年
一
月
か
ら
一
二
月
ま
で
十
回
放
送
）
と
題
さ
れ
て
い

る
（
表
1
参
照
）
。
「
倫
理
」
は
、
五
人
の
第
六
学
年
の
学
生
と
マ
ン
ハ
イ
ム
の
対
話
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
お
り
、
「
社
会
学
と

は
何
か
」
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
単
独
で
お
こ
な
う
講
義
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
「
倫
理
」
は
、
対
話
形
式
で
あ
る
た
め
、
一
度
提

示
さ
れ
た
意
見
に
他
の
者
が
疑
間
を
さ
し
は
さ
み
、
と
い
う
繰
り
返
し
の
な
か
で
、
比
較
的
自
由
に
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
、
記
録
に
よ
れ
ば
、
放
送
時
問
二
〇
分
の
一
回
分
に
た
い
し
て
、
収
録
時
間
が
四
五
分
、
さ
ら
に
そ
れ
に
先
だ
っ
て
リ
ハ
ー
サ
ル

の
時
間
が
二
時
間
か
ら
三
時
間
近
く
、
毎
回
と
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
対
話
の
シ
ナ
リ
オ
が
あ
ら
か
じ
め
あ
る
程

度
設
定
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　
な
お
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
B
B
C
の
番
組
契
約
部
門
に
送
っ
た
書
簡
（
一
九
四
四
年
］
一
月
一
日
付
）
に
よ
る
と
、
放
送
後
三
カ
月
間

そ
の
内
容
を
出
版
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
通
常
の
条
件
を
免
除
し
て
も
ら
う
と
い
う
か
た
ち
で
、
二
つ
の
連
続
講
義
に
関
す

る
契
約
が
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
零
内
家
認
・
。
）
。
後
に
ふ
れ
る
が
、
こ
の
連
続
講
義
に
は
、
お
そ
ら
く
放
送
当
時
、
執
筆

中
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
遺
稿
『
自
由
・
権
力
・
民
主
的
計
画
』
と
内
容
的
に
重
な
る
部
分
が
あ
る
。
結
局
出
版
は
さ
れ
な
か
っ

た
わ
け
で
あ
る
が
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
、
講
義
の
内
容
を
、
た
ん
に
教
育
的
素
材
と
み
な
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
研
究
上
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の
業
績
へ
と
転
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

W
　
連
続
講
義
「
倫
理
」

　
1
　
価
値
観
の
多
様
化
と
教
育
の
可
能
性

　
で
は
ま
ず
、
連
続
講
義
「
倫
理
」
か
ら
、
そ
の
内
容
を
、
あ
る
程
度
ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
て
み
て
い
き
た
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
講
義
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
と
、
ベ
ッ
シ
ー
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
、
ウ
ォ
ー
レ
ス
、
ゴ
ー
ド
ン
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
と
い
う
名
の
五
人
の
学

生
の
対
話
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
「
倫
理
」
と
い
う
名
が
講
義
名
と
し
て
は
つ
い
て
い
る
も
の
の
、
実
質
的
に
問
題
に
な
っ

て
い
る
の
は
、
倫
理
学
上
の
諸
問
題
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
学
生
た
ち
の
身
近
な
生
活
に
即
し
た
問
題
で
あ
る
。
対
話
は
ま
ず
、

学
生
た
ち
各
々
の
発
言
か
ら
は
じ
ま
り
、
教
育
の
間
題
に
し
て
も
、
女
性
の
社
会
的
地
位
の
間
題
に
し
て
も
、
宗
教
の
問
題
に
し
て

も
、
お
互
い
な
か
な
か
意
見
が
合
わ
な
い
と
い
う
話
が
で
る
。
そ
し
て
考
え
て
み
る
と
そ
れ
は
、
自
分
た
ち
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な

く
、
社
会
全
体
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
学
生
た
ち
の
発
言
を
聞
き
な
が

ら
、
社
会
正
義
、
相
互
扶
助
、
同
胞
愛
、
個
人
の
尊
重
、
あ
る
程
度
の
個
人
の
自
由
と
い
っ
た
基
本
的
価
値
に
つ
い
て
は
人
々
の
あ

い
だ
に
合
意
が
成
り
立
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
こ
に
絶
対
的
な
一
致
が
み
ら
れ

な
い
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
そ
う
な
る
の
か
と
い
う
社
会
的
背
景
、
つ
ま
り
、
人
々
の
意
見
や
価
値
観
の
多
様
性
を
う
み
だ
す
社
会

的
背
景
を
探
る
必
要
が
あ
る
、
と
述
べ
る
。
こ
の
講
義
で
は
、
ち
な
み
に
、
学
生
達
の
疎
開
体
験
が
た
び
た
び
話
題
と
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
ゴ
ー
ド
ン
と
い
う
学
生
は
、
三
年
間
ロ
ン
ド
ン
か
ら
離
れ
て
生
活
し
た
こ
と
で
（
お
そ
ら
く
一
九
四
〇
年
か
ら
は
じ
ま
っ

た
ド
イ
ツ
軍
に
よ
る
空
襲
を
避
け
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
）
、
自
分
は
前
と
は
虫
っ
た
く
異
な
る
人
間
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
価
値
観
の
変
化
、
多
様
化
を
社
会
的
背
景
と
関
連
づ
け
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
討
論
の
焦
点
と
な
っ
て
い
く
（
第
1
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回
）
。

　
マ
ン
ハ
イ
ム
自
身
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
相
互
扶
助
な
ど
の
基
本
的
価
値
は
、
家
族
、
近
隣
集
団
、
小
規
模
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

と
い
っ
た
、
い
ず
れ
に
し
て
も
小
規
模
な
集
団
生
活
（
あ
る
い
は
、
ク
ー
リ
ー
の
い
う
「
第
］
次
集
団
」
）
の
な
か
で
、
説
教
さ
れ
た
り

教
え
ら
れ
た
り
と
い
う
の
で
は
な
く
、
共
有
さ
れ
た
具
体
的
な
経
験
を
つ
う
じ
て
、
自
然
に
身
に
つ
け
ら
れ
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
を
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
ま
さ
し
く
「
社
会
的
教
育
」
と
呼
ぶ
。
道
徳
的
感
情
を
培
う
た
め
に
は
、
理
想
を
意

識
的
に
教
示
す
る
と
い
っ
た
こ
と
と
同
時
に
、
な
か
ば
無
意
識
的
に
、
習
慣
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
親
な
ど
が
し
め
す
善
き
例
や
イ

メ
ー
ジ
を
模
倣
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
の
教
育
、
つ
ま
り
は
社
会
的
教
育
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
マ
ン
ハ
イ
ム
の
基
本
的
な

主
張
に
た
い
し
て
、
学
生
達
か
ら
、
ま
た
、
学
生
達
の
あ
い
だ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
集
団
と

い
う
も
の
に
な
に
か
神
秘
的
な
力
を
み
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
そ
れ
は
妥
当
か
。
小
集
団
に
は
む
し
ろ
利
己
的
で
偏
狭

な
態
度
の
ほ
う
が
多
く
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
家
族
に
し
て
も
、
あ
ま
り
に
も
バ
ラ
色
に
描
き
す
ぎ
て
い
な
い
か
。
親
が
悪
い

例
を
し
め
す
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
中
産
階
級
の
家
族
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
思
う
が
両
親
が
働
き
に
で
る
貧
困
家
庭
で

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
か
…
…
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
つ
つ
も
、
や
は
り
、
道
徳
的
な
判
断
力
や
責

任
感
を
育
む
た
め
に
は
、
他
者
と
の
接
触
の
な
か
で
葛
藤
を
経
験
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
う
し
た
経
験
が
家
族
や
近
隣
か

ら
、
学
校
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
さ
ら
に
は
公
的
義
務
へ
と
拡
大
さ
れ
、
責
任
感
を
感
じ
る
範
囲
も
拡
大
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
く
。
た
だ
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
現
状
に
お
い
て
、
第
一
次
集
団
の
教
育
力
が
弱
体
化
し
て

い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
家
庭
と
職
場
へ
の
生
活
の
場
の
分
断
、
近
隣
関
係
を
欠
い
た
ま
ま
進
行
す
る
郊
外
化
、
さ
び
れ
た
教
会
、

学
校
の
教
師
が
子
ど
も
た
ち
の
家
の
こ
と
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
過
去
に
お
い
て
は
自
明
の
こ
と

で
あ
っ
た
、
小
集
団
に
お
け
る
自
然
で
、
無
意
識
的
な
社
会
的
教
育
の
は
た
ら
き
が
弱
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ

に
た
い
し
て
、
で
き
る
こ
と
は
、
ま
ず
、
弱
体
化
し
た
第
一
次
集
団
（
た
と
え
ば
家
族
）
を
再
活
性
化
す
る
た
め
の
支
援
を
お
こ
な
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う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
集
団
の
弱
体
化
を
補
完
す
る
た
め
に
、
学
校
や
工
場
な
ど
、
よ
り
大
規
模
な
集
団
内
に
お
い
て
社
会

的
教
育
の
場
を
み
い
だ
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
（
第
2
～
6
回
）
。

　
さ
て
、
以
上
の
議
論
で
焦
点
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
基
本
的
価
値
は
、
一
国
内
に
お
け
る
個
人
間
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

集
団
間
、
さ
ら
に
は
、
国
家
間
の
態
度
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
は
、
青
年
集
団
を
組
織
し
教
育
を
施
す
こ

と
を
つ
う
じ
て
、
総
統
へ
の
忠
誠
を
培
う
こ
と
を
非
常
に
短
期
問
で
成
し
遂
げ
た
。
「
正
し
い
」
目
的
の
た
め
に
、
同
じ
こ
と
を
、

教
育
に
よ
っ
て
達
成
す
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
、
と
マ
ン
ハ
イ
ム
は
述
べ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
教
育
は
、
「
変
化
の
た
め

の
教
育
」
、
つ
ま
り
、
変
動
す
る
社
会
を
理
解
す
る
た
め
の
教
育
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
産
業
化
、
大
都
市
の
成
長
、
国
際
貿
易
の

進
展
は
、
人
々
の
習
慣
や
価
値
観
を
急
速
に
変
化
さ
せ
、
ま
た
多
様
な
価
値
観
の
競
合
を
も
た
ら
す
。
そ
の
結
果
、
人
々
は
安
全
性

の
感
覚
を
急
速
に
喪
失
し
、
不
安
や
混
乱
を
経
験
す
る
。
ナ
チ
ス
の
台
頭
の
背
景
に
あ
っ
た
も
の
も
、
こ
の
よ
う
な
人
々
の
安
定
感

の
喪
失
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
近
代
社
会
の
ど
こ
で
で
も
お
こ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

不
安
定
な
状
態
に
陥
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
も
、
急
速
に
変
動
し
つ
つ
あ
る
社
会
の
状
況
を
理
解
す
る
た
め
の
教
育
、
つ
ま
り

は
、
「
変
化
の
た
め
の
教
育
」
が
必
要
と
さ
れ
る
（
第
7
、
8
回
）
。

　
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
こ
の
「
変
化
の
た
め
の
教
育
」
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
、
「
こ
れ
は
、
こ
の
討
論
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
が
今

や
っ
て
い
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
な
P
」
と
述
べ
て
も
い
る
（
第
8
回
）
。
社
会
的
教
育
の
必
要
性
つ
い
て
対
話
の
な
か
で
語
り
な
が

ら
も
、
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
対
話
自
体
が
、
学
生
達
に
と
っ
て
社
会
的
教
育
の
場
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
マ
ン
ハ
イ
ム
が

意
識
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
う
し
た
発
言
か
ら
読
み
と
れ
る
だ
ろ
う
。

22

2
　
倫
理
と
し
て
の
民
主
主
義

さ
て
、
連
続
講
義
の
最
終
回
、
「
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
危
機
⑭

民
主
主
義
の
道
」
に
お
い
て
、
マ
ン
ハ
イ
ム
と
学
生
達
は
、



方
で
、
自
由
放
任
主
義
的
な
古
典
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
他
方
で
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
区
別
さ
れ
る
、
「
第
三
の
道
」
と

し
て
の
民
主
主
義
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
、
政
治
的
体
制
や
政
治
的
制
度
と
し
て
の
民
主
主
義
に
関
す
る
議
論
で

は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
民
主
主
義
的
社
会
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
人
々
が
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
倫
理

的
態
度
を
身
に
つ
け
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
討
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
議
論
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

そ
れ
は
、
民
主
主
義
的
な
思
考
様
式
・
行
動
様
式
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
実
際
の
発
言
を
い
く
つ
か
引
用
し
な
が
ら
、
み
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
社
会
の
急
速
な
変
動
に
よ
っ
て
、
人
々
の
価
値
観
や
考
え
方
が
多
様
化
し
て
い
く
と
し
て
も
、
こ
の
多
様
性
を
抑
圧
す
る

こ
と
は
社
会
シ
ス
テ
ム
を
破
滅
に
導
く
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
、
む
し
ろ
、
基
本
的
価
値
に
つ
い
て
の
同
調
性
を
維
持
し
つ
つ
、
同

時
に
多
様
性
を
最
大
限
許
容
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
道
で
あ
る
こ
と
が
、
確
認
さ
れ
る
。

マンハイムとラジォ

ウ
ォ
ー
レ
ス
　
「
民
主
主
義
の
道
が
、
よ
り
よ
い
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
か
？
」

マ
ン
ハ
イ
ム
　
「
民
主
主
義
は
、
よ
り
よ
い
も
の
に
な
り
う
る
、
と
思
う
、
ウ
ォ
ー
レ
ス
。
で
も
そ
れ
は
、
民
主
主
義
が
、
わ
れ
わ
れ
の
苦

　
難
の
原
因
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
、
解
答
を
求
め
る
時
に
限
ら
れ
る
。
独
裁
者
た
ち
は
統
一
性
を
求
め
る
。
で
も
、
彼
ら

　
は
、
人
々
の
あ
い
だ
の
差
異
を
抑
圧
す
る
よ
う
な
、
押
し
つ
け
ら
れ
た
、
強
制
さ
れ
た
統
一
性
は
、
真
の
統
一
性
で
は
な
い
、
と
い
う
こ

　
と
を
わ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
物
事
を
お
こ
な
う
た
め
に
多
様
な
や
り
か
た
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
進
歩
を
保
証
す
る
よ
う

　
な
社
会
に
お
い
て
は
、
寛
容
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ね
。
寛
容
を
欠
く
と
い
う
こ
と
は
、
進
歩
や
再
生
の
源
を
断
っ
て
し
ま
う

　
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
」

ジ
ュ
リ
ア
ン
　
「
だ
か
ら
私
た
ち
の
仕
事
は
、
両
方
を
、
多
様
性
と
統
一
性
、
安
定
性
と
変
化
の
両
方
を
含
み
持
つ
方
法
を
見
い
だ
す
こ
と

　
に
あ
る
。
で
も
そ
れ
は
可
能
だ
ろ
う
か
P
　
統
一
性
は
や
は
り
な
ん
と
い
っ
て
も
画
一
性
を
前
提
と
す
る
の
で
は
P
［

マ
ン
ハ
イ
ム
　
「
い
や
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
、
そ
う
は
な
ら
な
い
と
思
う
よ
。
社
会
の
存
続
を
望
む
な
ら
ど
う
し
て
も
合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
基
本
的
な
事
柄
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
と
、
寛
容
で
あ
る
べ
き
差
異
が
あ
る
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
人
々
の
あ
い
だ
の
差

異
は
ほ
か
の
す
べ
て
の
社
会
の
領
域
で
育
ま
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
つ
を
区
別
す
る
こ
と
は
い
つ
で
も
で
き
る
は
ず
な
ん
だ
。

多
様
性
は
重
要
だ
。
変
化
す
る
社
会
を
そ
れ
な
し
で
わ
た
っ
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
私
が
民
主
主
義
な

ら
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
基
本
的
な
協
調
を
維
持
し
な
が
ら
、
で
も
同
時
に
、
差
異
の
た
め
の
余
地
を
残
し
て
お
く
、

と
い
う
こ
と
な
ん
だ
…
…
」
。

こ
う
し
た
と
ら
え
方
が
、
先
に
み
た
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
、
「
最
大
限
の
自
由
と
自
己
決
定
を
許
容
す
る
よ
う
な
計
画
の
形
式
」

と
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
さ
ら
に
、
話
は
、
民
主
主
義
に
お
け
る
真
理
の
意
味
と
い
う
、
よ
り
基
底
的
な
問
題
へ
と
む
か
う
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
ナ
チ
ズ
ム
、

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
の
対
比
の
も
と
に
議
論
を
進
め
て
い
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、
ナ
チ
ス
に
と
っ
て
「
真
理
」
は
な
い
。
強
者

の
「
力
」
が
あ
る
の
み
で
、
「
善
」
は
な
い
。
大
衆
は
状
況
を
理
解
で
き
ず
盲
目
で
あ
る
し
か
な
い
。
大
衆
に
と
っ
て
は
「
総
統
」

に
従
う
こ
と
が
一
番
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
「
真
理
」
は
あ
る
。
そ
れ
を
彼
ら
は
所
持
し

て
お
り
、
す
べ
て
の
者
に
よ
っ
て
そ
れ
は
理
解
さ
れ
う
る
。
大
衆
が
一
時
的
に
真
理
が
み
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
現
在
の
不
正

な
社
会
的
条
件
の
た
め
で
あ
る
。
結
局
、
前
衛
で
あ
る
党
の
み
が
絶
対
的
な
真
理
を
持
っ
て
お
り
、
大
衆
を
指
導
す
る
必
要
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ナ
チ
ズ
ム
が
、
真
理
は
存
在
せ
ず
力
の
み
が
あ
る
と
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
が
、
真
理
は
存
在

し
党
が
大
衆
に
そ
れ
を
教
え
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
の
に
た
い
し
て
、
民
主
主
義
を
め
ぐ
っ
て
、
対
話
は
以
下
の
よ
う
に
進
む
。
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ベ
ッ
シ
ー
　
「
で
は
、
民
主
主
義
の
場
合
は
P
」

マ
ン
ハ
イ
ム
　
「
民
主
主
義
的
な
や
り
か
た
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
理
念
と
は
、

真
理
は
存
在
す
る
、
で
も
誰
も
そ
れ
を
自
分
だ
け
が
も
っ



　
て
い
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
。
民
主
主
義
者
に
と
っ
て
、
真
理
は
独
占
的
な
も
の
で
は
あ
り

　
え
な
い
。
真
理
は
、
誰
も
が
そ
こ
に
貢
献
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
探
求
の
過
程
そ
の
も
の
な
ん
だ
。
君
や
、
君
の
仲
問
や
、
君
と
同
じ

　
国
の
人
や
、
あ
る
い
は
他
の
国
の
人
が
真
理
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
な
ん
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
る
こ
と
な
ど
け
っ
し
て
て
き
は
し
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
君
は
、
君
の
真
理
を
信
じ
て
い
る
、
で
も
、
そ
れ
を
自
分
だ
け
が
も
っ
て
い
る
な
ん
て
、
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ

　
そ
、
君
に
は
、
真
理
を
探
究
す
る
の
な
ら
、
寛
容
で
あ
る
義
務
が
あ
る
ん
だ
」

ウ
ォ
ー
レ
ス
　
「
そ
れ
こ
そ
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
も
の
、
寛
容
だ
」

マ
ン
ハ
イ
ム
　
「
そ
う
、
で
も
こ
の
寛
容
は
、
も
ち
ろ
ん
、
不
寛
容
に
た
い
し
て
寛
容
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
。
平
和

　
な
合
意
を
可
能
に
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
破
壊
し
て
や
る
、
民
主
主
義
の
過
程
そ
の
も
の
を
破
壊
し
て
や
る
、
と
い
う
者
に
寛
容
で
あ
る

　
こ
と
は
で
き
な
い
」

マンハイムとラジオ

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
H
で
言
及
し
た
「
自
己
相
対
化
と
自
己
拡
張
の
連
動
」
と
い
う
精
神
的
態
度
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
認
識
を
た
え
ず
相
対
化
す
る
と
同
時
に
、
他
者
の
認
識
に
開
か
れ
て
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
補
完
し
、

自
ら
の
地
平
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
。
こ
こ
で
い
う
民
主
主
義
に
お
い
て
真
理
が
存
在
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な

運
動
の
向
か
う
彼
方
に
お
い
て
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
運
動
性
そ
の
も
の
に
こ
そ
真
理
が
宿
っ
て
い
る
と
い
い
う
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
H
で
言
及
し
た
「
戦
闘
的
民
主
主
義
」
と
は
、
こ
う
し
た
運
動
性
そ
の
も
の
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る

動
き
に
た
い
し
て
の
み
戦
闘
的
に
な
り
う
る
、
そ
う
し
た
立
場
で
あ
っ
た
。

　
先
に
、
こ
の
連
続
講
義
に
は
、
遺
稿
『
自
由
・
権
力
・
民
主
的
計
画
』
と
内
容
的
に
重
な
る
部
分
が
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
の
ひ
と

つ
が
こ
の
部
分
で
あ
る
。
『
自
由
・
権
力
・
民
主
的
計
画
』
に
お
け
る
、
宗
教
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
箇
所
に
、
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。
「
真
理
は
ひ
と
つ
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
事
実
は
、
ど
れ
か
の
集
団
が
自
ら
そ
の
真
理
を
所
有
し
て
い
る
と
信
じ
て
い

る
場
合
に
、
そ
の
集
団
に
他
の
信
条
の
信
仰
者
を
撲
滅
す
る
権
利
が
あ
る
と
か
、
義
務
さ
え
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
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の
で
は
な
い
。
も
し
実
際
に
、
真
理
が
ひ
と
つ
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
一
人
の
人
間
や
ひ
と
つ
の
党
派
が
把
握
し

う
る
以
上
に
、
よ
り
包
括
的
な
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
者
に
耳
を
か
た
む
け
る
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ど
の
人
間
、
ど
の
集
団
を
つ
う
じ
て
神
の
声
が
語
ら
れ
る
か
を
述
べ
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
計
画
的
自
由
の
理
想
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
、
動
的
に
計
画
さ
れ
る
社
会
と
両
立
で
き
る
、
宗
教
的
な
統
一
と

統
合
の
唯
一
の
様
式
で
あ
る
」
（
一
3
一
』
。。
。

。
“
置
。
。
一
幽
）
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
民
主
主
義
で
は
な
く
、
宗
教
に
お
け
る

真
理
に
つ
い
て
で
あ
る
。
た
だ
、
考
え
方
と
し
て
は
、
両
者
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
す
る
と
、
宗
教
的
信
念
の
多

様
性
を
実
質
的
に
は
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
こ
そ
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
と
調
和
し
う
る
唯
一
の
形
式
で
あ

る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
政
治
観
や
宗
教
観
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
あ
る
べ
き
姿
の

社
会
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
、
ひ
と
つ
の
倫
理
的
態
度
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
連
続
講
義
の
末
尾
、
第
二
次
大
戦
中
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
学
生
の
一
人
、
ベ
ッ
シ
ー
が
、
や
や
高
ぶ
っ
た

口
調
で
意
見
を
述
べ
、
そ
し
て
少
し
と
ま
ど
い
が
ち
に
な
っ
て
も
ら
し
た
問
い
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
笑
み
を
含
み
な
が
ら
答
え
て
、

対
話
は
終
わ
る
。
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ジ
ュ
リ
ア
ン
　
「
君
が
求
め
て
い
る
の
は
、
無
知
と
偏
見
に
た
い
す
る
総
力
戦
だ
」

ベ
ッ
シ
ー
　
「
そ
の
と
お
り
。
私
た
ち
は
、
私
た
ち
自
身
を
再
教
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
段
の
日
常
生
活
の
な
か
で
、
民
主
主
義
の

　
理
念
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
見
つ
め
直
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
悪
弊
を
は
び
こ
ら
せ
て
お
い
て
は
な
ら
な
い
。
私

　
た
ち
自
身
の
無
知
に
総
力
戦
を
挑
み
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
不
寛
容
と
自
己
中
心
性
を
鎮
圧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
笑
み
を
含
ん
で
、

　
た
だ
少
し
疑
う
よ
う
に
）
で
も
…
…
私
た
ち
自
身
の
無
知
や
自
己
中
心
性
に
た
い
す
る
こ
の
総
力
戦
と
い
う
の
も
、
一
種
の
全
体
主
義
な

　
の
で
は
な
い
か
し
ら
？
」



マ
ン
ハ
イ
ム
　
（
笑
み
を
含
ん
で
）

全
体
主
義
な
ん
だ
」

「
そ
の
と
お
り
だ
よ
、
ベ
ッ
シ
ー
。
で
も
、
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
寛
容
で
い
る
こ
と
の
で
き
る
、
唯
一
の

　
民
主
主
義
が
多
様
性
を
で
き
る
か
ぎ
り
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
「
理
念
」
と
し
て
他
者
に
説
か
れ
、

教
え
ら
れ
、
ま
た
、
（
そ
れ
こ
そ
「
総
力
戦
」
に
よ
っ
て
）
従
属
を
強
い
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
点
で
は
、
他
の
理
念
、

た
と
え
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
理
念
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
ら
は
、
あ
る
い
は
、
す
べ
て

の
そ
う
し
た
理
念
は
、
い
ず
れ
も
「
全
体
主
義
」
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
先
は
、
政
治
的
信
念
、
あ
る
い
は
、
倫
理
的
態
度
の
選
択
と

い
う
こ
と
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
民
主
主
義
を
掲
げ
つ
つ
も
、
そ
の
民
主
主
義
自
体
を
も
、
マ
ン
ハ
イ
ム
と
学
生
達
は
相
対
化
し
て

と
ら
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
、
彼
ら
は
「
民
主
主
義
」
を
選
ん
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
「
自
己
相
対
化

と
自
己
拡
張
の
連
動
」
と
い
う
精
神
的
態
度
を
保
証
し
、
「
最
大
限
の
自
己
決
定
と
自
由
」
を
許
容
し
よ
う
と
す
る
「
唯
一
の
全
体

主
義
」
で
あ
る
か
ら
だ
。

マンハイムとラジオ

　
　
　
　
　
　
　
　
V
　
連
続
講
義
「
社
会
学
と
は
何
か
」

　
1
　
自
己
理
解
の
た
め
の
社
会
学

　
で
は
次
に
、
連
続
講
義
「
社
会
学
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
、
ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
先
の

「
倫
理
」
が
学
生
達
と
の
対
話
・
討
論
と
い
う
形
式
を
と
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
「
社
会
学
と
は
何
か
」
は
、
マ
ン
ハ
イ

ム
に
よ
る
単
独
の
講
義
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

　
こ
の
「
社
会
学
と
は
何
か
」
と
い
う
表
題
に
つ
い
て
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
先
に
述
べ
た
B
B
C
の
中
心
的
ス
タ
ッ
フ
、
メ
ア
リ
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1
・
サ
マ
ー
ビ
ル
に
宛
て
た
書
簡
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
『
社
会
学
と
は
何
か
』
と
い
う
よ
り
も
、
シ
ン
プ
ル
に

『
社
会
学
入
門
』
と
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
あ
っ
て
、
講
義
は
、
社
会
学
と
は

何
か
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
で
は
な
く
、
社
会
学
に
お
け
る
直
接
的
な
教
え
に
な
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
ら
」

（
o

o
O
家
竃
8
。
）
。
結
局
、
表
題
は
変
更
さ
れ
る
こ
と
な
く
当
初
の
ま
ま
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
、
こ
の
連
続
講
義

は
、
「
社
会
学
と
は
何
か
」
と
い
う
表
題
か
ら
想
像
さ
れ
る
よ
う
な
、
社
会
学
の
学
問
と
し
て
の
性
格
や
内
容
を
体
系
的
に
紹
介
・

解
説
し
て
い
く
講
義
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
第
二
次
大
戦
の
終
戦
が
問
近
に
予
感
さ
れ
る
状
況
の
な
か
で
、
来
る
べ
き
戦

後
の
社
会
の
あ
り
か
た
を
、
社
会
学
的
観
点
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
が
、
こ
の
講
義
の
主
旨
で
あ
る
。

　
連
続
講
義
の
前
半
で
は
、
競
争
や
葛
藤
と
い
っ
た
現
象
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
（
第
2
～
6
回
）
。
た
と
え
ば
、
人
間
は
本
質
的
に

競
争
的
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
協
力
的
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
議
論
が
あ
る
が
、
マ
ン
ハ
イ
ム
に
い
わ
せ
れ
ば
、
人
間
の
本
質
は

そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
両
者
の
性
質
は
、
社
会
的
な
学
習
や
訓
練
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
協

力
的
側
面
と
競
争
的
側
面
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
社
会
が
望
ま
し
い
と
す
れ
ば
、
し
つ
け
や
教
育
、
訓
練
な
ど
を
つ
う
じ
て
、
人
々

が
両
者
の
態
度
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
身
に
つ
け
る
こ
と
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
第
2
、
3
回
）
。
ま
た
、
人
々
の
あ
い
だ
の
葛
藤

を
う
み
だ
す
偏
見
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
、
幼
児
期
に
植
え
付
け
ら
れ
た
固
定
観
念
が
一
般
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
偏
見
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
第
一
に
、
両
親
や
教
育
関
係
者
な
ど
、
し
つ
け
や
教
育
を
施
す
側

へ
の
教
育
的
活
動
が
必
要
と
さ
れ
る
と
同
時
に
、
第
二
に
、
す
で
に
固
定
観
念
を
身
に
つ
け
て
し
ま
っ
た
者
に
た
い
し
て
は
、
そ
の

社
会
的
起
源
や
悪
影
響
を
説
く
と
同
時
に
、
ラ
ジ
オ
や
映
画
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
つ
つ
、
偏
見
を
持
た
れ
て
い
る
者
の
生
活

の
実
相
を
示
し
て
や
る
必
要
が
あ
る
（
第
5
回
）
。
さ
ら
に
、
国
家
間
の
葛
藤
を
う
み
だ
す
攻
撃
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て

も
、
そ
れ
は
本
能
的
な
も
の
で
は
な
く
、
初
期
の
条
件
付
け
や
教
育
、
訓
練
な
ど
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
マ
ン
ハ
イ

ム
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
人
々
が
感
情
的
な
安
定
感
、
帰
属
意
識
を
も
ち
う
る
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
る
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し
、
無
害
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
ナ
チ
ス
の
場
合
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
攻
撃
的
に
な
る
と
き
に
は
修
正
が
必
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
ま
た
教
育
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
ナ
チ
ス
が
教
育
を
効
果
的
に
利
用
し
た
こ
と
は
前
に
ふ
れ
た
が
、
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ

れ
ば
、
「
教
育
を
つ
う
じ
て
な
さ
れ
う
る
こ
と
は
、
教
育
の
タ
イ
プ
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
元
に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
」
（
第
6

回
）
。
そ
の
さ
い
、
教
育
の
目
標
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
や
考
え
方
の
存
在
を
教
え
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
自
分
た
ち
が
慣
れ
て
い

る
や
り
方
だ
け
が
唯
一
正
し
い
も
の
だ
、
と
い
う
信
念
を
修
正
す
る
こ
と
に
あ
る
。
「
物
事
を
あ
つ
か
う
他
の
い
く
つ
か
の
代
替
的

な
や
り
方
が
あ
る
の
だ
と
い
う
知
識
は
、
わ
れ
わ
れ
の
視
野
を
拡
大
し
、
素
朴
な
自
尊
感
情
や
国
民
的
う
ぬ
ぽ
れ
を
弱
体
化
さ
せ

る
」
（
第
6
回
）
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
マ
ン
ハ
イ
ム
の
議
論
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
々
の
考
え
方
や
行
動
様
式
を
か
た
ち

づ
く
る
に
あ
た
っ
て
、
人
々
が
お
か
れ
て
い
る
社
会
的
状
況
が
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
社
会
的
状
況

に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
人
々
の
考
え
方
や
行
動
様
式
を
変
化
さ
せ
る
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
理
解
を

促
進
さ
せ
る
ひ
と
つ
の
重
要
な
手
段
が
教
育
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
育
に
お
い
て
、
社
会
学
が
は
た
す
役
割
も
ま

た
少
な
く
な
い
。
こ
の
連
続
講
義
の
冒
頭
で
マ
ン
ハ
イ
ム
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
学
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
こ
と
を
理
解
す

る
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
そ
こ
に
い
る
社
会
的
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
を
援
助
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
第
－
回
）
。

マンハイムとラシオ

　
2
　
統
合
的
行
動
と
自
尊
心

　
さ
て
、
以
上
で
み
た
よ
う
な
、
い
わ
ば
、
自
己
理
解
の
た
め
の
社
会
学
的
な
教
育
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
自
分
自
身
を
距
離
を
お

い
て
み
つ
め
る
力
、
つ
ま
り
は
、
自
己
相
対
化
と
い
う
態
度
を
養
う
教
育
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
連
続
講
義
の
終
盤
で
は
、

こ
う
し
た
教
育
が
目
指
す
べ
き
民
主
主
義
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
（
第
9
、
1
0
回
）
。
「
人
は
生
ま
れ
つ
き
民
主

主
義
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
は
民
主
主
義
的
に
な
り
う
る
だ
け
で
あ
る
」
。
「
民
主
主
義
は
、
民
主
主
義
的
な
仕
方
で
ふ
る
ま
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う
人
格
類
型
に
つ
い
て
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
な
し
に
生
き
残
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
で
き
な
い
」
（
第
1
0
図
）
。
先
に
み
た
連
続
講
義
「
倫

理
」
の
最
終
回
に
お
い
て
も
、
倫
理
と
し
て
の
民
主
主
義
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
具
体
的
に
、
民
主
主

義
的
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
う
し
た
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
有
す
る
者
が
と
る
と
さ
れ
る
民
主
主
義
的
な
行
動
様
式

に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
心
理
学
者
、
H
・
H
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
と
D
・
W
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
述
べ
た
「
統
合
的
行
動
」
と
い
う
概
念

を
手
が
か
り
と
し
て
議
論
を
進
め
て
い
く
。
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、
民
主
主
義
的
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
お
い
て
は
、
単
に
「
協

力
的
」
な
だ
け
で
な
く
、
他
者
と
の
差
異
に
興
味
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
と
自
分
の
も
の
を
「
統
合
す
る
」
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
自

分
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
拡
大
し
て
い
く
と
い
う
思
考
・
行
動
様
式
が
望
ま
れ
る
。
「
彼
は
、
具
体
的
な
状
況
に
お
い
て
、
何
が
正

し
く
何
が
間
違
っ
て
い
る
か
あ
ら
か
じ
め
前
提
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
」
。
「
そ
の
た
え
ざ
る
成
長
へ
の
願
望
に
お
い
て
、
彼
は
、

自
分
と
は
異
な
る
人
々
と
力
を
合
わ
せ
手
を
組
む
こ
と
に
開
か
れ
て
あ
る
」
。
統
合
的
に
行
動
す
る
人
間
は
、
「
自
分
と
は
異
な
る
人

と
会
い
、
予
期
せ
ぬ
経
験
を
吸
収
す
る
こ
と
か
ら
最
大
の
満
足
を
う
る
」
（
第
1
0
回
）
。
ち
な
み
に
、
こ
の
統
合
的
行
動
と
呼
ば
れ
る

行
動
様
式
は
、
遺
稿
『
自
由
・
権
力
・
民
主
的
計
画
』
に
お
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
「
統
合
的
行
動
と
い
う
こ
の
と
ら
え
方
の
重
要
な
要
素
は
、
そ
の
精
神
に
お
い
て
行
為
す
る
人
物
が
、
自
分
の
見
解

や
意
志
を
他
の
仲
間
に
押
し
つ
け
る
こ
と
i
独
裁
的
な
支
配
を
お
こ
な
う
態
度
の
本
質
1
を
好
ま
な
い
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら

ず
、
不
一
致
に
寛
容
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
人
物
が
寛
容
で
あ
る
の
は
、
妥
協
の
た
め
で
は
な
く
、
自
分
と
は
本
質
的

に
異
な
る
人
間
の
い
く
つ
か
の
特
徴
を
吸
収
し
て
、
自
分
自
身
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
期
待
か
ら

で
あ
る
」
（
一
3
一
』
。
7
お
瞳
）
。
こ
こ
で
統
合
的
行
動
と
呼
ば
れ
て
い
る
行
動
様
式
が
、
1
に
お
い
て
知
識
社
会
学
の
基
底
に
あ
る

と
述
べ
た
。
補
完
へ
の
開
放
性
」
、
「
視
野
の
拡
大
」
と
い
っ
た
規
範
的
要
請
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
こ
う
し
た
議
論
の
文
脈
に
お
い
て
、
「
自
尊
心
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
支
配
を
志
向
す
る
パ
ー
ソ
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ナ
リ
テ
ィ
は
、
自
尊
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
自
ら
の
地
位
や
威
信
に
求
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
、
自
ら
の
地
位
や
威
信
を
危
う
く

す
る
可
能
性
の
あ
る
新
し
い
経
験
に
た
い
し
て
自
ら
を
開
い
て
い
く
こ
と
を
し
な
い
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
統
合
的
な
パ
ー
ソ
ナ
リ

テ
ィ
は
、
他
者
と
の
関
係
の
な
か
に
、
自
ら
の
自
尊
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
み
い
だ
す
。
人
に
自
尊
心
を
あ
た
え
て
く
れ
る
の
は
、
集

団
の
仲
間
か
ら
の
認
知
・
承
認
で
あ
る
。
「
個
々
人
が
自
分
自
身
を
み
い
だ
す
の
は
他
者
が
彼
を
み
い
だ
す
時
」
で
あ
る
。
い
わ
ば
、

「
社
会
の
な
か
に
自
分
の
場
所
を
み
つ
け
る
こ
と
」
が
、
人
に
安
定
し
た
自
尊
心
を
も
た
ら
す
（
第
9
回
）
。
し
た
が
っ
て
、
統
合
的

な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
、
個
人
の
自
由
や
自
尊
心
は
、
他
者
と
の
関
係
を
欠
い
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
そ
れ
ら
は
、
他
者
と
の
関
係
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
に
根
ざ
し
た
も
の
と
な
る
。
「
統
合
す
る
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
と
っ

て
の
真
の
自
由
と
は
、
責
任
を
と
も
な
う
自
由
、
つ
ま
り
人
が
自
発
的
に
自
分
白
身
に
課
す
自
制
を
と
も
な
う
自
由
を
意
味
す
る
。

こ
う
し
た
自
制
は
、
他
者
の
尊
重
と
い
う
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
自
動
的
に
呼
び
起
こ
さ
れ
る
」
。
「
統
合
的
行
動
に
お
け
る

自
由
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
他
者
の
尊
重
が
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
自
尊
心
の
一
部
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
第
1
0
回
）
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
連
続
講
義
に
お
け
る
議
論
、
つ
ま
り
、
社
会
学
的
な
教
育
に
よ
る
自
己
相
対
化
、
ま
た
、
統
合
的
な
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
育
成
と
い
っ
た
議
論
が
志
向
し
て
い
る
の
が
、
知
識
社
会
学
の
時
代
よ
り
マ
ン
ハ
イ
ム
の
思
考
の
中
心
に
あ
っ
た
、

「
自
己
相
対
化
と
自
己
拡
張
の
連
動
」
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
知
識
社
会
学
に

お
い
て
は
、
自
由
に
浮
動
す
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
と
い
う
と
ら
え
方
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
知
識
人
が
と

る
べ
き
精
神
的
態
度
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
二
つ
の
連
続
講
義
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
民
主
主

義
的
社
会
を
と
も
に
か
た
ち
づ
く
る
人
々
が
身
に
つ
け
て
い
る
べ
き
思
考
・
行
動
様
式
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
思
考
・
行
動
様
式
を
人
々
の
あ
い
だ
に
培
う
教
育
こ
そ
が
、
か
つ
て
の
ナ
チ
ズ
ム
の
よ
う
な
勢
力
に
抵
抗
し
う
る
、
民
主
主

義
的
な
社
会
の
基
盤
を
築
く
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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W
　
お
わ
り
に

「
社
会
学
と
は
何
か
」
の
最
終
回
が
放
送
さ
れ
た
一
九
四
五
年
三
月
二
］
二
日
か
ら
二
年
弱
、
一
九
四
七
年
一
月
九
日
、
マ
ン
ハ
イ
ム

は
少
年
期
よ
り
の
持
病
で
あ
る
心
臓
病
に
よ
り
生
涯
を
閉
じ
る
。
享
年
五
三
歳
で
あ
っ
た
。
公
刊
さ
れ
た
最
後
の
著
書
は
一
九
四
三

年
の
『
現
代
の
診
断
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
晩
年
の
時
期
に
、
『
民
主
的
計
画
の
本
質
』
と
い
う
表
題
で
構
想
さ
れ
て
い
た

書
物
の
原
稿
が
、
後
に
編
集
さ
れ
て
、
遺
稿
『
自
由
・
権
力
・
民
主
的
計
画
』
（
一
九
五
一
）
と
し
て
出
版
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の

書
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
自
身
の
原
稿
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
、
編
者
に
よ
り
少
な
か
ら
ぬ
修
正
・
加
筆
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
が
あ
り
（
O
R
誓
［
8
。
。
］
）
、
資
料
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
難
し
か
っ
た
。
ま
た
、
壮
大
な
青
写
真
と
で
も
い
う
べ
き
そ
の
内

容
の
、
ど
こ
に
核
心
が
あ
る
の
か
、
い
ま
ひ
と
つ
つ
か
み
に
く
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
本
稿
で
あ
つ
か

っ
た
二
つ
の
連
続
講
義
は
、
晩
年
の
同
時
期
に
お
け
る
マ
ン
ハ
イ
ム
の
、
ま
さ
し
く
生
の
声
を
、
き
わ
め
て
簡
潔
な
か
た
ち
で
伝
え

て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
（
連
続
講
義
と
『
自
由
・
権
力
・
民
主
的
計
画
』
の
内
容
に
符
合
す
る
点
が
あ
る
こ
と
も
、

先
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
）
。
近
代
社
会
の
危
機
に
関
す
る
時
代
診
断
か
ら
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
自
由
の
た
め
の
計
画
と
い
う
処

方
箋
を
導
き
出
し
た
。
そ
し
て
晩
年
の
連
続
講
義
か
ら
は
、
そ
う
し
た
処
方
箋
の
な
か
で
も
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
、
社
会
的
教
育
、
あ

る
い
は
、
社
会
学
的
な
教
育
と
い
う
手
段
を
と
り
わ
け
重
視
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
教
育
の
目
標
と
し
て
、
民
主
主
義

的
な
倫
理
、
あ
る
い
は
、
民
主
主
義
的
な
行
動
様
式
を
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
い
て
い
た
こ
と
を
、
き
わ
め
て
鮮
明
に
み
て

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
死
の
前
年
に
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
教
育
研
究
院
に
、
教
育
学
主
任
教
授
と
し
て
就
任
し
て
い

る
。
ま
た
、
ユ
ネ
ス
コ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
区
委
員
も
委
嘱
さ
れ
て
い
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
が
あ
と
数
年
長
く
生
き
て
い
れ
ば
、
お
そ
ら

く
わ
れ
わ
れ
は
、
連
続
講
義
に
お
い
て
し
め
さ
れ
た
理
念
に
つ
い
て
の
理
論
的
精
緻
化
、
さ
ら
に
は
、
そ
う
し
た
理
念
を
現
実
化
す

る
た
め
の
マ
ン
ハ
イ
ム
の
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
的
行
動
を
も
目
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
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ま
た
、
す
で
に
㎜
の
2
の
中
問
考
察
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
B
B
C
に
お
け
る
連
続
講
義
と
い

う
営
み
そ
の
も
の
が
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
い
う
社
会
的
教
育
、
あ
る
い
は
、
社
会
学
的
な
教
育
を
、
自
ら
体
現
す
る
も
の
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ラ
ジ
オ
と
い
う
、
お
そ
ら
く
は
当
時
も
っ
と
も
強
力
な
メ
デ
ィ
ア
を
駆
使
し
て
、
「
自
己
相
対
化
と
自
己
拡

張
の
連
動
」
と
い
う
姿
勢
を
、
人
々
の
身
近
な
生
活
に
即
し
つ
つ
培
っ
て
い
こ
う
と
い
う
志
向
が
、
こ
の
連
続
講
義
か
ら
は
感
じ
ら

れ
る
。
「
生
活
に
根
ざ
し
た
思
考
」
と
い
う
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
時
代
以
来
の
マ
ン
ハ
イ
ム
の
思
想
的
傾
向
が
、
晩
年
の
B
B
C
放
送
連

続
講
義
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の
具
体
的
な
か
た
ち
を
と
っ
て
現
れ
て
い
る
と
い
う
言
い
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
研
究
と
い
う
枠
か
ら
や
や
踏
み
で
る
こ
と
に

な
る
が
、
現
代
に
お
け
る
「
現
代
社
会
論
」
、
あ
る
い
は
「
現
代
社
会
の
理
論
」
と
い
う
営
み
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
考
え
て
お
き

た
い
。
こ
う
し
た
理
論
的
営
み
は
、
内
容
的
に
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
と
は
い
え
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
代
社
会
、
あ
る
い
は
社
会

一
般
を
総
体
的
に
と
ら
え
う
る
視
野
を
開
く
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
理
論
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ

抽
象
度
の
高
い
次
元
で
展
開
さ
れ
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
こ
と
自
体
を
否
定
す
べ
き
こ
と
と
は
、
筆
者
は
ま
っ
た
く

思
わ
な
い
。
た
だ
、
近
年
の
社
会
理
論
の
一
部
に
お
い
て
、
理
論
が
、
理
論
家
の
た
め
の
理
論
に
な
っ
て
し
ま
い
、
人
々
の
生
活
か

ら
乖
離
し
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
た
と
え
ば
、
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
な
ら
、
学
生
達

に
と
っ
て
そ
れ
ら
の
理
論
が
、
容
易
に
理
解
で
き
ず
、
ま
た
か
り
に
理
解
で
き
た
と
し
て
も
自
分
た
ち
の
生
活
と
そ
れ
が
ど
の
よ
う

に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
一
九
三
六
年
、
イ
ギ
リ
ス
で
お
こ
な
わ
れ
た
講
演
の
記
録
で
あ
る
「
人
間
の
価
値
判
断
の
社
会
学
的
性
質
に
関
す
る
若
干
の
具
体

例
」
に
お
い
て
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
社
会
学
を
「
事
実
の
収
集
」
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
が
、
理
論
が

な
い
と
、
統
計
的
調
査
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
結
果
は
、
た
だ
の
事
実
や
お
も
し
ろ
い
逸
話
の
寄
せ
集
め
に
な
っ
て
し
ま
う
と
述

べ
て
い
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
に
い
わ
せ
れ
ば
「
諸
事
実
に
歩
調
を
あ
わ
せ
る
理
論
と
、
理
論
の
光
の
下
で
解
釈
さ
れ
る
諸
事
実
の
み
が
、

詔
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知
識
へ
の
道
を
開
く
」
（
一
3
9
“
器
①
）
。
こ
こ
で
い
う
理
論
と
は
、
抽
象
的
な
一
般
論
的
図
式
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
諸
事
実

を
解
釈
す
る
枠
組
み
と
な
る
、
社
会
の
状
勢
・
動
向
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
理
論
へ
の
要
請
は
、
と
り
わ
け
第

二
次
大
戦
開
戦
以
降
、
マ
ン
ハ
イ
ム
に
お
い
て
、
狭
義
の
学
問
の
制
度
的
枠
組
み
の
な
か
に
と
ど
ま
ら
ず
積
極
的
に
社
会
へ
と
は
た

ら
き
か
け
て
い
こ
う
と
す
る
指
向
と
結
び
あ
わ
さ
れ
て
い
く
。
諸
事
実
に
つ
い
て
の
知
識
を
基
礎
と
し
て
、
社
会
全
体
の
動
向
を
診

断
す
る
理
論
的
視
野
を
開
き
、
そ
れ
を
も
っ
て
積
極
的
に
処
方
箋
を
し
め
し
て
い
こ
う
と
す
る
指
向
、
さ
ら
に
は
、
そ
う
し
た
処
方

箋
に
も
と
づ
く
活
動
へ
と
自
ら
身
を
投
じ
て
い
こ
う
と
す
る
指
向
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
に
お
い
て
、
む
し
ろ
晩
年
へ
と
近
づ
く
に
つ
れ

て
、
ま
す
ま
す
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
。

　
も
ち
ろ
ん
実
践
的
活
動
を
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
毛
頭
な
い
。
た
だ
、
「
現
代
社
会
論
」
、
あ
る
い
は
「
現
代
社
会

の
理
論
」
の
原
点
に
位
置
す
る
と
さ
れ
る
マ
ン
ハ
イ
ム
の
理
論
が
、
以
上
の
よ
う
な
理
論
的
営
み
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
こ

の
こ
と
を
、
現
代
に
お
い
て
同
じ
営
み
に
携
わ
る
者
は
、
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
あ
つ
か
っ
た
二
つ
の
連
続
講
義

は
、
こ
の
よ
う
な
理
論
的
営
み
を
ま
さ
し
く
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
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