
　
二
〇
一
五
年
七
月
二
十
四
日
、
大
阪
府
高
等
学
校
国
語
研
究

会
・
大
阪
府
立
今
宮
高
等
学
校
の
共
催
で
、「
大
阪
国
語
教
育

ア
セ
ン
ブ
リ
ー
二
〇
一
五
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
全
体
会
で

は
、
哲
学
者
の
内う
ち

山や
ま

節た
か
し

氏
に
よ
る
講
演
が
あ
り
、
そ
れ
を
受

け
、
第
一
分
科
会
で
は
、「
内
山
節
氏
の
作
品
を
読
む
」
と
題

し
て
研
究
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
教
員
に
加
え
て
、
学
生
や

一
般
の
方
も
含
め
た
多
様
な
参
加
者
が
、
活
発
に
意
見
を
交
わ

し
ま
し
た
。

―
全
体
会

―

　
内
山
節
さ
ん
は
、
一
九
五
〇
年
、
東
京
、
世
田
谷
生
ま

れ
。
学
生
時
代
は
理
系
科
目
が
得
意
で
、
国
語
の
成
績
は

よ
く
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
高
校
生
で
哲
学
を
志
す
も
、

大
学
で
教
え
て
い
る
よ
う
な
哲
学
に
は
反
発
を
覚
え
て
進

学
せ
ず
、
山
中
の
釣
り
に
熱
中
す
る
日
々
の
中
で
、
文
章

を
書
き
始
め
ま
す
。

論
理
的
に
説
明
で
き
な
い
こ
と

　

書
き
始
め
る
と
、
な
ぜ
大
学
の
哲
学
で
は
い
け
な
い
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
、
わ
か
り
始
め
ま
し
た
。
当
時
、
哲
学
は
す
べ

て
論
理
で
書
い
て
い
く
も
の
だ
と
当
た
り
前
の
よ
う
に
い
わ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
僕
に
は
反
発
が
あ
り
ま
し
た
。
論
理
で
語
っ

て
い
け
る
こ
と
は
論
理
で
語
っ
て
い
け
ば
よ
い
が
、
論
理
で
語

る
こ
と
が
す
べ
て
で
は
な
い
、
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
ガ
リ
レ
オ
以
来
、
地
球
は
丸
い
と
い
う
こ
と
が
真

実
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
々
私
た
ち
が
歩
い
た
り
、
呼

吸
を
し
た
り
、
空
を
見
上
げ
た
り
し
て
い
る
、
こ
の
地
球
と
い

う
も
の
は
、
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
の
よ
う
な
地
球
で
あ
り
、
天
動
説

の
地
球
で
す
。
地
動
説
が
科
学
的
真
実
だ
と
い
う
こ
と
に
間
違

い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
天
動
説
的
な

地
球
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
し
ま
う
の
は

ま
ず
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
ど
ち
ら
も
真
実
と
い
っ
て
か
ま
わ
な

い
。
こ
れ
は
、
つ
ま
り
、
ど
の
視
点
か
ら
見
て
い
る
か
、
と
い

う
問
題
な
ん
で
す
。
論
理
的
に
説
明
で
き
る
世
界
も
あ
る
け
れ

ど
も
、
論
理
的
に
説
明
で
き
な
い
世
界
と
い
う
の
も
た
く
さ
ん

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

特
に
哲
学
は
、「
人
間
は
な
ぜ
生
ま
れ
て
き
た
の
か
」
と
か
、

「
な
ぜ
死
を
迎
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
」
と
か
、「
生
き
る

こ
と
に
何
か
意
味
が
あ
る
の
か
」
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い

つ
も
ど
こ
か
で
問
い
か
け
る
一
面
を
持
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
質
問
に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
、
論
理
的
に
答

え
る
す
べ
は
あ
り
せ
ん
。

　

結
局
、
人
間
が
生
ま
れ
、
生
き
て
い
く
、
そ
し
て
死
ぬ
と
い

う
こ
と
も
含
め
て
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
な
ん
で
す
。
そ

う
い
う
世
界
の
中
で
、
私
た
ち
は
生
き
て
、
日
々
を
暮
ら
し
て

い
る
。
論
理
的
に
説
明
で
き
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
し

か
し
一
方
、
論
理
的
に
説
明
で
き
る
と
こ
ろ
は
説
明
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
全
体
の
折
り
合
い
の
つ
け
方
を
、

き
ち
っ
と
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

僕
の
高
校
時
代
の
頃
の
哲
学
だ
と
、
こ
の
「
論
理
的
に
説
明

で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
認
め
な
い
傾
向
が

あ
っ
て
、
だ
か
ら
大
学
で
学
ぶ
こ
と
に
反
発
を
覚
え
て
い
た
の

か
な
…
と
、
あ
と
か
ら
気
づ
き
ま
し
た
。

自
然
と
人
の
結
び
合
い

　
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
を
取
り
あ
げ
て
み
ま
す
。「
自
然
」
は
、

明
治
三
〇
年
頃
に
、
英
語
で
あ
れ
ばnature

と
い
う
語
を
、

ど
う
日
本
語
に
翻
訳
す
る
の
か
と
い
う
時
に
、
苦
肉
の
策
と
し

て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
す
。「
自
然
」
と
い
う
言

葉
自
体
は
昔
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
も
と
も
と
は
中
国
語
で
、
中

大阪府高等学校国語研究会・大阪府立今宮高等学校共催「大阪国語教育アセンブリー2015」

豊かな未来をつくることばの学び

内山節氏近影

〈全体会〉「哲学と言葉―自然、自由という言葉をとおして」
　■講演：内山節（哲学者）
　■進行：島﨑英夫（大阪府高等学校国語研究会理事長
　　　　　　　　　　大阪府立清水谷高等学校校長）

〈第一分科会〉内山節氏の作品を読む
　■進行：田中啓介（大阪府立岸和田高等学校教諭）
　　　　　鈴木寿（大阪府指導教諭　大阪府立箕面高等学校）
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国
漢
語
と
い
う
形
で
日
本
に
入
っ
て
き
た
。
た
だ
し
そ
れ
は

「
ジ
ネ
ン
」
と
読
ま
れ
て
い
ま
す
。「
自
然
」
を
訓
読
す
る
と

「
お
の
づ
か
ら
し
か
り
」
と
な
る
よ
う
に
、
元
は
「
お
の
ず
か

ら
」
と
い
う
意
味
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
鎌
倉
期
ぐ
ら
い
か
ら
、

ぽ
つ
ぽ
つ
「
シ
ゼ
ン
」
と
読
ん
で
、「
突
然
」
と
い
う
意
味
で

使
う
用
例
が
増
え
て
く
る
。
同
じ
語
が
、
ど
う
し
て
「
お
の
ず

か
ら
」「
突
然
」
と
い
う
別
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
か
。

こ
れ
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
今
、「
突
然
」
雷
が
落
ち
て
、
豪
雨
に
な
っ
た
と
し

ま
す
。
そ
う
す
る
と
私
た
ち
は
、
ど
う
し
て
今
雨
が
降
ら
な
き

ゃ
い
け
な
い
の
か
、
雷
が
落
ち
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
か
を
、
ま

る
で
知
ら
な
い
、
そ
の
た
め
に
、「
い
き
な
り
」
降
っ
て
き
た
、

「
突
然
」
降
っ
て
き
た
と
感
じ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
は
雷
が
落

ち
る
の
も
、
雨
が
降
る
の
も
、
何
ら
か
の
「
お
の
ず
か
ら
」
の

理
由
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
「
お
の
ず
か
ら
」
の
理
由
を
知
っ

て
い
れ
ば

―
例
え
ば
、
朝
、
天
気
予
報
を
見
て
い
て
、
昼
過

ぎ
に
は
大
気
の
状
態
が
こ
う
な
る
か
ら
…
な
ど
と
い
う
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
「
お
の
ず
か
ら
」
の
雷
雨
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
昔
の
人
た
ち
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
の
こ
と
に

は
「
お
の
ず
か
ら
」
の
理
由
が
あ
る
、
し
か
し
、
そ
の
「
お
の

ず
か
ら
」
の
理
由
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
、「
突
然
」
と
感
じ
る
、

そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
た
。「
突
然
」
で
も
、
理
由
が
わ

か
っ
て
し
ま
え
ば
「
お
の
ず
か
ら
」
と
な
る
の
で
、「
突
然
」

と
「
お
の
ず
か
ら
」
は
そ
う
遠
い
意
味
で
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
す
。

　

そ
れ
に
加
え
て
、「
自
然
」
の
「
自
」
に
も
「
お
の
ず
か
ら
」

と
「
み
ず
か
ら
」
と
い
う
二
つ
の
読
み
方
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ

か
と
い
う
と
、
や
は
り
「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
は

そ
う
遠
く
な
か
っ
た
か
ら
な
ん
で
す
。
昔
の
人
か
ら
す
る
と
、

「
お
の
ず
か
ら
」
が
わ
か
っ
て
こ
そ
、「
み
ず
か
ら
」
が
あ
る
、

と
い
う
捉
え
方
な
ん
で
す
ね
。
昔
の
圧
倒
的
多
数
は
農
民
で
し

た
。
農
業
を
や
っ
て
い
る
と
、「
お
の
ず
か
ら
」
が
、
つ
ま
り
、

も
の
ご
と
の
理
由
が
よ
く
わ
か
っ
て
く
る
。
い
き
な
り
「
み
ず

か
ら
」
農
業
計
画
を
作
っ
て
も
だ
め
で
す
。
例
え
ば
、
今
年
は

一
月
に
田
植
え
を
し
て
、
五
月
に
稲
刈
り
を
し
よ
う
、
な
ん
て
、

い
く
ら
計
画
を
し
て
も
、
そ
ん
な
も
の
は
成
り
立
つ
は
ず
が
な

い
。
田
植
え
・
稲
刈
り
を
す
る
季
節
と
い
う
の
が
、「
お
の
ず

か
ら
」
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
頃
に
す
る
の
が
一
番
い
い
わ
け
で

す
。「
お
の
ず
か
ら
」
田
植
え
の
季
節
が
来
た
か
ら
、「
み
ず
か

ら
」
田
植
え
を
す
る
ん
で
あ
っ
て
、「
み
ず
か
ら
」
の
田
植
え

は
、「
お
の
ず
か
ら
」
の
摂
理
に
従
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

今
、
現
代
人
の
感
覚
で
は
、
自
分
で
一
方
的
に
や
る
の
が
「
み

ず
か
ら
」
だ
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
昔
の
人
の
感

覚
か
ら
す
る
と
、「
お
の
ず
か
ら
」
が
わ
か
っ
て
、
そ
れ
か
ら
、

こ
れ
が
自
分
の
仕
事
だ
、
と
考
え
て
「
み
ず
か
ら
」
取
り
組
む

と
い
う
よ
う
に
、
連
続
し
た
一
つ
の
も
の
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、

「
自
」
に
は
二
つ
の
読
み
が
あ
る
。
そ
れ
が
現
代
社
会
で
は
、

「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
意
味
が
完
全
に
わ
か
れ

て
し
ま
っ
た
か
ら
、
ど
っ
ち
が
ど
っ
ち
か
わ
か
る
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
、
し
よ
う
が
な
い
か
ら
送
り
仮
名
を

変
え
よ
う
と
い
う
話
に
な
っ
て
く
る
。
で
も
、
も
と
も
と
は
、

そ
ん
な
ふ
う
に
分
け
な
く
て
も
い
い
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

　

今
、
英
語
のnature

の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
「
自
然
」

と
い
う
単
語
を
、
も
と
も
と
日
本
語
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
自
然
と
人
間
を
分
け
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
あ

の
人
が
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
の
山
が
あ
っ
た
り
、
あ
の

森
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
あ
の
狐き
つ
ね

が
い
た
り
…
。
そ
う

い
う
世
界
だ
っ
た
わ
け
で
、
あ
っ
ち
が
自
然
、
こ
っ
ち
が
人
間
、

と
い
う
区
分
法
・
分
離
法
が
な
か
っ
た
。
自
然
の
世
界
も
人
間

の
世
界
も
す
べ
て
が
結
び
合
い
の
中
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え

て
い
た
。
目
に
見
え
な
い
結
び
合
い
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
近

く
に
い
る
人
と
は
も
ち
ろ
ん
、
遠
く
離
れ
て
い
る
人
と
も
ど
こ

か
で
結
ば
れ
て
い
る
し
、
自
然
も
ま
た
結
び
合
っ
て
い
て
、
人

間
と
自
然
も
結
び
合
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
結
び
合
い
の
世
界

に
私
た
ち
は
生
き
て
い
て
、
そ
れ
を
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、

絶
対
に
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

　

な
の
に
、
向
こ
う
が
自
然
、
こ
っ
ち
が
人
間
と
い
う
二
分
法

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
人
間
ど
う
し
も
ど
こ

か
で
結
び
合
っ
て
い
た
も
の
が
、
現
代
社
会
で
は
、
一
人
ひ
と

り
、
バ
ラ
バ
ラ
の
個
人
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

す
る
と
、
古
来
、
結
び
合
う
世
界
を
感
じ
な
が
ら
生
き
、
時
に

は
文
学
と
い
う
形
で
語
っ
て
き
た
、
あ
の
世
界
が
、
わ
か
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
本
当
は
、
私
た
ち
が
今
生
き

て
い
る
世
界
の
中
に
も
、
古
典
文
学
と
ど
こ
か
で
つ
な
が
る
世

界
が
ま
だ
あ
る
ん
で
す
。
で
も
、
そ
れ
が
見
え
な
い
。

　

今
は
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
が
で
き
た
が
た
め
に
、
私
た
ち

の
見
え
る
世
界
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
言
葉
を
使
っ
て

し
ま
っ
た
が
た
め
に
、
心
の
奥
の
方
で
見
て
い
る
世
界
に
、
気

づ
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

全体会での講演の様子
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ろ
日
本
語
の
中
で
は
、「
自
在
」
と
い
う
言
葉
の
方
が
重
要
だ

っ
た
。「
自
在
」
と
い
う
の
は
、
た
え
ず
自
分
を
問
う
言
葉
な

ん
で
す
。

　

例
え
ば
、「
自
在
な
農
民
に
な
り
た
い
」
と
い
え
ば
、「
あ
な

た
に
そ
の
能
力
が
あ
る
ん
で
す
か
、
そ
の
た
め
の
技
は
持
っ
て

い
る
ん
で
す
か
」
と
自
分
で
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
能
力

と
は
、「
お
の
ず
か
ら
」
結
び
合
っ
て
い
る
世
界
の
こ
と
を
よ

く
知
っ
て
い
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
世
界
の
中
で
「
自
在
」

に
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
力
の
こ
と
で
す
。

「
自
在
な
農
民
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
も
の
が
結
び
合
っ

て
作
物
を
生
み
出
し
て
い
る
の
か
、
ど
こ
を
手
助
け
す
れ
ば
い

い
作
物
が
で
き
る
の
か
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。「
お
の
ず
か
ら
」

の
世
界
の
中
で
、「
お
の
ず
か
ら
」
の
結
び
合
い
を
理
解
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
自
在
」
さ
を
獲
得
し
て
い
く
と
い
う
、
こ

う
い
う
一
種
の
自
由
観
が
日
本
古
来
の
も
の
だ
っ
た
。
決
し
て

個
人
が
自
由
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。
あ
く
ま
で
も
、
そ

の
結
び
合
い
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
が
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
だ
か
ら
、
ど
う
い
う
結
び
合
い
が
自
由
を
作
っ
て
い

く
の
か
、
そ
の
「
お
の
ず
か
ら
」
の
結
び
合
い
を
た
え
ず
考
え

る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　

た
だ
、
そ
の
「
お
の
ず
か
ら
」
の
結
び
合
い
と
い
う
の
は
、

そ
の
場
所
・
そ
の
時
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
時
そ
の

時
、
そ
れ
を
摑
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
厄
介
な
問
題

が
生
ま
れ
ま
す
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
見
れ
ば
書
い
て
あ
る
、
と
い

う
わ
け
に
は
い
か
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
を
摑
め
る
か
ど
う
か
は
、

体
で
知
っ
て
い
る
と
か
、
命
自
体
が
知
っ
て
い
る
と
か
、
言
葉

に
な
ら
な
い
け
ど
知
っ
て
い
る
と
い
う
、「
暗
黙
知
」
の
世
界

に
近
く
な
っ
て
き
ま
す
。

そ
れ
ら
が
ま
だ
完
成
さ
れ
ず
、
実
現
し
て
い
な
い
も
の
が
た
く

さ
ん
あ
る
か
ら
、
そ
こ
を
推
し
進
め
て
い
く
こ
と
に
私
た
ち
の

責
任
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。
以
前
は
こ
れ
が
一
貫
し

た
捉
え
方
で
し
た
。
し
か
し
、
リ
オ
タ
ー
ル（
注
１

）は
、
こ
の
捉

え
方
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
、
と
い
い
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
、

近
代
の
理
念
が
実
現
し
た
た
め
に
、
こ
の
世
界
は
こ
の
ザ
マ
な

ん
だ
と
い
う
（
笑
）。
ま
た
、
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス（
注
２

）は
、

「
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
巨
大
な
敗
北
の
始
ま
り
で
あ
る
」
と
い
い

ま
す
。
一
七
八
九
年
の
革
命
に
お
い
て
、
自
由
・
平
等
・
友
愛

と
い
う
理
念
を
掲
げ
て
以
降
、
近
代
の
理
念
を
提
示
し
た
国
と

し
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
世
界
の
中
で
特
別
な
地
位
を
占
め
る
こ

と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
念
こ
そ
が
、

世
界
を
破
滅
さ
せ
た
の
だ
、
と
。

　

今
、
私
た
ち
に
「
自
由
な
社
会
」
が
な
い
か
ら
問
題
な
の
で

は
な
く
て
、「
自
由
な
社
会
」
を
作
っ
た
が
ゆ
え
に
、
た
え
ず

そ
こ
か
ら
自
由
を
抹
殺
し
た
り
、
つ
ま
ら
な
い
管
理
を
し
よ
う

と
し
た
り
、
と
い
っ
た
問
題
が
至
る
所
か
ら
発
生
し
て
く
る
。

そ
れ
は
あ
る
意
味
、「
自
由
な
社
会
」
の
一
つ
の
帰
結
と
捉
え

る
こ
と
も
で
き
る
。
す
る
と
、
こ
の
「
自
由
」
の
理
念
自
体
に

何
か
欠
陥
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
も
、
ど
こ
か

で
持
た
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。

日
本
に
お
け
る
自
由
観

　

で
は
日
本
に
お
い
て
は
「
自
由
」
と
い
う
も
の
を
ど
う
捉
え

て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
立
ち
返
る
と
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ

う
に
、
も
と
も
と
日
本
語
の
「
自
由
」
は
勝
手
気
ま
ま
と
い
う
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
悪
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
む
し

「
自
由
」
が
生
ん
だ
課
題

　
「
自
由
」
と
い
う
言
葉
も
そ
う
で
、
日
本
語
で
い
う
「
自
由
」

は
、
も
と
も
と
そ
ん
な
い
い
意
味
で
は
な
く
、
勝
手
気
ま
ま
と

い
う
意
味
に
近
か
っ
た
。
そ
れ
が
明
治
に
な
っ
て
き
て
、
こ
れ

も
外
国
語
の
翻
訳
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
も
と
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
は
、
自
由
の
権
利
、
自
由
の
た
め
の
義
務
と
い
う
考
え
方

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
由
の
権
利
と
い
う
の
は
神
が
与
え

る
も
の
、
そ
れ
を
手
に
し
た
か
っ
た
ら
、
神
へ
の
義
務
を
果
た

す
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
発
想
に
基
づ

く
考
え
で
す
。
そ
れ
が
近
代
に
な
っ
て
、
神
の
世
界
を
外
し
て

社
会
理
論
と
し
て
一
般
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
考
と
い
う
の
は
や
は
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の

影
響
を
強
く
受
け
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
述
べ
た
自
由
の
権
利
、

自
由
の
た
め
の
義
務
と
い
う
考
え
方
も
そ
う
で
す
し
、
そ
れ
か

ら
、
人
間
の
出
発
点
は
個
人
だ
と
い
う
考
え
方
も
そ
う
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
人
間
の
命
と
い
う
の
は
神
が
吹
き
込
む
こ

と
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
す
べ
て
の
人
間
は
神

の
前
の
個
人
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
個
人
は
神
の
前
に
立
た
な

け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
神
に
対
し
て
義
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
そ
う
や
っ
て
初
め
て
、
神
は
権
利
を
与
え
て
く
れ

る
と
い
う
、
そ
う
い
う
論
理
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
論
理

に
基
づ
い
て
、
人
間
の
単
位
を
個
人
で
捉
え
る
と
い
う
発
想
が
、

近
代
社
会
の
原
理
に
も
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

で
も
今
、
実
は
こ
う
い
う
問
題
を
読
み
直
さ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
時
代
が
来
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
二
〇
世
紀
後
半
の
哲
学
の

一
つ
の
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
現
在
起
こ
っ
て
い
る
い
ろ
ん
な
問
題
は
、
近
代
社

会
が
で
き
あ
が
っ
て
お
ら
ず
、
途
上
の
ま
ま
で
あ
る
か
ら
生
じ

て
く
る
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。「
自
由
」「
平

等
」
と
い
う
近
代
的
な
理
念
自
体
は
正
し
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

（
注
１

）　
ジ
ャ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー
ル
…
一
九
二
四
年
〜
一
九
九

八
年
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
。

（
注
２

）　
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
…
一
九
〇
八
年
〜
二
〇
〇
九

年
。
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
人
類
学
者
、
民
俗
学
者
。
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学
校
教
育
は
必
要
か

　

学
校
教
育
と
い
う
も
の
が
、
現
に
今
、
こ
う
い
う
形
で
行
わ

れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
少
し
で
も
よ
く
し
て
い
く
た

め
の
努
力
が
必
要
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
一
方
に
お
い
て
、

「
学
校
教
育
っ
て
要
る
ん
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
う
問
い
か
け
も
、

実
は
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
両
方
真
実
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　

明
治
に
な
っ
て
、
日
本
は
急
激
な
近
代
化
を
遂
げ
ま
し
た
が
、

そ
れ
を
担
っ
た
多
く
の
部
分
は
、
学
校
を
出
ず
に
工
場
を
作
っ

て
働
い
て
い
た
人
た
ち
で
し
た
。
お
そ
ら
く
せ
い
ぜ
い
寺
子
屋

で
学
ん
だ
ぐ
ら
い
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
戦
後
の
日
本
の
高

度
成
長
を
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
担
っ
た
人
た
ち
も
、
高
学

歴
の
人
で
は
な
く
、
戦
前
の
高
等
小
学
校
卒
だ
っ
た
り
、
戦
後

の
中
学
校
卒
だ
っ
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
、
昔
な
が

ら
の
礎
に
し
が
み
つ
く
の
で
は
な
く
、
新
し
い
こ
と
を
ど
ん
ど

ん
取
り
入
れ
て
、
例
え
ば
新
し
い
図
面
も
使
っ
て
い
く
し
、
場

合
に
よ
っ
て
は
英
語
で
書
か
れ
た
図
面
な
ん
か
も
手
に
入
れ
て
、

そ
れ
を
必
死
に
な
っ
て
読
ん
で
…
と
い
う
こ
と
に
挑
戦
し
て
き

た
。
こ
の
力
っ
て
何
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
。

　

私
た
ち
は
、
今
あ
る
制
度
の
中
で
、
こ
の
社
会
を
少
し
で
も

よ
く
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
が
、
そ
の
反
面
、
果
た

し
て
こ
の
教
育
制
度
っ
て
必
要
な
ん
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
逆
側

の
問
い
か
け
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
両
者
が
た

え
ず
ぶ
つ
か
り
合
い
な
が
ら
進
ん
で
い
く
必
要
性
が
あ
る
、
そ

う
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
た
ぶ
ん
、
教
育
だ
け
じ
ゃ
な
く
て

す
べ
て
の
こ
と
に
つ
い
て
い
え
る
、
そ
う
い
う
時
代
な
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
、
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

句
で
す
。

　

日
本
語
に
は
、
文
法
的
に
は
あ
い
ま
い
な
部
分
も
あ
っ
た
り

す
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
行
間
と
か
、
言
葉
と
言
葉
の
間
と

か
、
そ
う
い
う
中
に
、
語
り
得
ぬ
も
の
を
語
ら
せ
る
と
い
う
こ

と
、
そ
れ
を
大
事
に
し
て
い
る
言
語
で
あ
る
た
め
に
、
文
法
と

し
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
言
語
ほ
ど
整
合
性
が
な
く
て
も
か
ま
わ

な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
僕
と
し
て
は
、
日
本
語
で
物
を
書

く
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
り
た
い
の
で
す
。

　

す
べ
て
論
理
で
書
き
切
ろ
う
と
す
る
と
、
日
本
語
は
不
便
で

す
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
も
そ
う
で
、
す
べ
て
論
理

で
押
し
切
ろ
う
と
し
た
ら
、
き
ち
ん
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
に
は
な
ら
な
い
。
自
然
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
な

れ
ば
な
お
さ
ら
、
こ
っ
ち
が
論
理
で
い
っ
て
も
向
こ
う
は
論
理

で
い
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
成
り
立
た
な
い
。
し
か
し
、
非

論
理
的
な
形
で
何
か
が
通
じ
合
う
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
。

そ
れ
は
本
当
に
、
体
が
知
っ
て
い
る
と
か
、
命
が
知
っ
て
い
る

と
か
い
う
次
元
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
う
い
う
世
界
を
今
、
哲
学
は
何
と
か
取
り
込
ん

で
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

　

同
時
に
、
日
本
語
と
い
う
言
語
の
世
界
も
ま
た
、
脚
光
を
浴

び
て
い
ま
す
。
例
え
ば
今
フ
ラ
ン
ス
で
、
多
く
の
人
が
日
本
の

マ
ン
ガ
を
読
ん
で
い
た
り
、「
カ
ワ
イ
イ
」「
禅
」
な
ど
の
言
葉

が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
た
り
す
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
も
、

言
葉
の
意
味
を
超
え
た
奥
行
き
み
た
い
な
も
の
で
、
そ
こ
に
、

彼
ら
の
感
じ
て
い
る
日
本
文
化
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を

「
い
い
な
」
と
思
っ
て
い
る
若
者
た
ち
も
じ
わ
じ
わ
増
え
て
き

て
い
る
。

　

そ
う
い
う
時
代
に
私
た
ち
は
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え

な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
「
国
語
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
、
少

し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
な
と
、
僕
自
身
は
思

い
ま
す
。

言
葉
に
で
き
な
い
世
界

　

こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
と
、
私
た
ち
は
言
葉
と
い
う

も
の
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
い
へ
ん
便
利
に
な
っ
た
反
面
、

意
識
の
世
界
だ
け
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
言
葉
に
で
き
な
い
世
界
が
わ
か
ら
な
く

な
る
と
い
う
不
便
を
背
負
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
ま
す
。
言

葉
が
あ
る
か
ら
思
考
が
で
き
る
、
と
い
う
の
は
事
実
で
す
か
ら
、

別
に
そ
れ
を
否
定
し
な
く
て
も
い
い
。
し
か
し
、
言
葉
が
あ
る

た
め
に
思
考
が
妨
げ
ら
れ
て
し
ま
う
部
分
も
あ
る
わ
け
で
、
人

間
の
思
考
と
い
う
の
は
こ
の
矛
盾
を
抱
え
な
が
ら
行
わ
れ
て
い

る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
心
に
留
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
「
意
識
さ
れ
た
思
考
」
と
「
無
意
識

の
思
考
」
と
い
う
両
者
を
う
ま
く
つ
な
い
で
い
く
に
は
、
一
つ

ず
つ
の
個
体
で
認
識
す
る
の
で
は
な
く
て
、
ど
う
い
う
結
び
合

い
の
中
に
そ
の
個
体
は
あ
る
の
か
を
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ど
う
い
う
結
び
合
い
の
中
で
個
体
が
成
立
し
て
い
る
の
か

を
考
え
て
い
く
時
に
、
言
語
で
語
れ
る
世
界
と
語
れ
な
い
世
界

の
両
面
が
見
え
て
く
る
気
が
し
ま
す
。

日
本
語
、
日
本
文
化
の
見
直
し

　

す
る
と
、
こ
う
い
う
世
界
を
哲
学
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
取
り

込
ん
で
い
け
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
の
課
題
と
し
て
現

れ
て
き
ま
す
。
こ
の
課
題
を
考
え
る
時
に
、
実
は
日
本
語
と
い

う
の
は
た
い
へ
ん
有
利
な
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

日
本
語
は
、
い
わ
ゆ
る
、「
行
間
で
語
る
」
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
言
葉
の
羅
列
で
語
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
言
葉
の

「
間ま

」
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
隙
間
を
う
ま
く
使
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
語
っ
て
い
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、「
わ
か
る
で
し
ょ
」

と
伝
え
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
極
限
が
、
短
歌
や
俳
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前
で
す
。
そ
の
中
に
い
る
ま
ま
で
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。

し
か
し
、「
昔
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
」
と
考
え
て
み
る
と
、

こ
の
近
代
以
降
と
い
う
時
代
が
、
人
類
の
歴
史
の
中
で
非
常

に
「
異
常
」
な
時
代
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
人
間
は

ず
っ
と
「
何
か
と
結
ば
れ
な
が
ら
」
生
き
て
き
た
。
し
か
し

今
、
わ
れ
わ
れ
は
、
非
常
に
不
思
議
な
生
き
方
を
し
て
い
ま

す
。
一
度
、
近
代
社
会
と
い
う
も
の
を
整
理
す
る
必
要
が
あ

る
。
整
理
し
た
上
で
、「
今
」
に
お
け
る
解
決
策
を
考
え
る
。

整
理
す
る
た
め
に
は
、
対
立
構
造
で
考
え
て
み
る
必
要
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。

●
「nature

＝
自
然
」
は
、
わ
か
り
に
く
い
言
葉
で
す
。「
校

庭
の
中
の
自
然
」
な
ど
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
深
い
山
の

中
の
自
然
」
と
同
等
な
の
か
、
基
準
は
何
な
の
か
。
曖
昧
な

言
葉
で
す
が
、
そ
れ
で
い
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
い
ろ

ん
な
人
た
ち
が
、
田
舎
と
の
関
係
を
作
り
直
そ
う
と
し
始
め

て
い
ま
す
が
、
や
り
方
は
千
差
万
別
。
田
舎
に
引
っ
越
し
て

農
業
を
始
め
た
り
、
農
民
を
助
け
た
り
。
上
野
村
も
一
面
で

・
内
山
さ
ん
は
、
最
期
を
迎
え
る
な
ら
ど
こ
が
い
い
か
。
都
会

の
病
院
？  

自
然
に
囲
ま
れ
た
村
？

■
フ
ロ
ア
の
意
見
■

・
大
阪
で
暮
ら
す
人
間
に
と
っ
て
は
、
今
の
都
会
で
の
生
活
こ

そ
が
当
た
り
前
。
そ
れ
で
も
内
山
さ
ん
の
よ
う
に
自
由
な
発

想
を
持
ち
つ
つ
、
楽
し
み
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
必

要
な
も
の
と
は
何
か
。

・「
世
の
中
に
は
論
理
的
に
説
明
で
き
る
こ
と
と
説
明
で
き
な

い
こ
と
が
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
が
、
内
山
さ
ん
の

も
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
関
係
」
と
い
う
言
葉
は
、

説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

・「
忙
し
い
時
間
」
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
「
ゆ
っ
く
り
と

過
ご
す
」「
ゆ
た
か
な
時
間
」
と
い
う
発
想
が
出
て
き
て
、

語
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
内
山
さ
ん
の
評
論
は
、
時
間
・

労
働
・
余
暇
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
二
項
対
立
を
提
示
し
、

そ
の
上
で
「
豊
か
さ
と
は
何
か
」
を
問
い
か
け
る
も
の
が

多
い
の
で
す
が
、
高
校
生
・
大
学
生
た
ち
に
と
っ
て
は
、

切
り
口
の
新
し
さ
を
感
じ
つ
つ
、
実
感
が
わ
き
に
く
い
と

い
う
様
子
も
見
受
け
ら
れ
、
率
直
な
疑
問
が
投
げ
か
け
ら

れ
ま
し
た
。
フ
ロ
ア
か
ら
は
、
パ
ネ
ラ
ー
の
意
見
を
受
け

た
意
見
や
、
内
山
さ
ん
の
発
言
を
も
と
に
展
開
し
た
意
見

が
出
る
な
ど
、
非
常
に
活
発
な
交
流
の
場
と
な
り
ま
し
た
。

■
内
山
さ
ん
の
回
答
■

●
行
き
詰
ま
っ
た
ら
、
長
い
ス
パ
ン
で
も
の
を
考
え
て
み
る
、

と
い
う
の
も
重
要
で
す
。
今
わ
れ
わ
れ
は
、
近
代
以
降
を
生

き
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
い
る
人
間
に
は
、
今
が
当
た
り

―
第
一
分
科
会

―

　
第
一
分
科
会
で
は
、
内
山
節
さ
ん
に
も
同
席
い
た
だ
き
、

内
山
さ
ん
の
文
章
を
学
ん
だ
高
校
生
・
大
学
生
の
パ
ネ
ラ

ー
と
と
も
に
考
え
ま
し
た
。
パ
ネ
ラ
ー
は
、
内
山
さ
ん
の

文
章
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
、
思
い
、
そ
し
て
、

ど
の
よ
う
な
疑
問
を
持
っ
た
か
、
発
表
し
、
ま
た
、
フ
ロ

ア
の
参
加
者
も
意
見
を
述
べ
、
そ
の
や
り
と
り
の
中
で
考

え
を
深
め
て
い
き
ま
し
た
。

■
パ
ネ
ラ
ー
の
意
見
■

・
現
在
の
上う

え

野の

村（
注
３

）は
、
内
山
さ
ん
が
入
っ
た
当
初
か
ら
見

る
と
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
か
。

・
内
山
さ
ん
は
、
教
科
書
掲
載
の
評
論
「
自
然
と
人
間
の
関
係

を
と
お
し
て
考
え
る
」
の
中
で
、
近
代
と
自
然
を
対
立
関
係

と
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
現
代
を
生
き
る
私
た

ち
は
ど
の
よ
う
に
過
ご
す
べ
き
な
の
か
。

・
都
会
の
高
校
か
ら
自
然
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
電
車
に

乗
る
、
時
間
に
追
わ
れ
て
い
る
、
そ
れ
は
私
た
ち
に
と
っ
て

当
た
り
前
の
こ
と
。
そ
ん
な
中
で
ど
う
生
き
れ
ば
い
い
の
か
。

・
内
山
さ
ん
は
「
時
間
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
わ
れ
る
が
、

私
た
ち
は
「
時
間
を
い
か
に
合
理
的
に
使
う
か
」
に
追
わ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
無
理
も
な
い
の
で
は
。
今
の
暮
ら
し
を
変

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

・
内
山
さ
ん
の
よ
う
に
物
事
を
深
く
考
え
る
に
は
ど
の
よ
う
な

切
り
口
（
ア
イ
デ
ア
）
が
必
要
な
の
か
。
普
段
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
考
え
て
い
る
の
か
。

（
注
３

）　
群
馬
県
多
野
郡
に
あ
る
村
。
内
山
氏
は
長
年
、
上
野
村
と
東
京
と

を
行
き
来
し
て
い
る
。

　
　
　

―
書
籍
紹
介

―

　『
内
山
節
著
作
集
』
…
二
〇
一
四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
刊
行
。
全

十
五
巻
。
大
学
に
進
学
せ
ず
山
里
で
の
生
活
経
験
を
も
と
に
思
索
を

深
め
て
き
た
著
者
の
、
研
究
の
集
大
成
。
自
然
や
人
間
の
相
互
の
関

係
が
ど
の
よ
う
な
世
界
を
作
り
出
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
着

目
し
、
時
間
論
・
存
在
論
・
労
働
論
な
ど
の
分
野
で
、
独
自
の
思
想

を
展
開
す
る
。
書
影
は
、
第
九
巻
『
時
間
に
つ
い
て
の
十
二
章
』。

内山節
『内山節著作集』全15巻
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す
。
こ
の
好
奇
心
は
、
一
つ
の
無
駄
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で

も
、
そ
の
無
駄
な
好
奇
心
の
積
み
上
げ
に
よ
っ
て
、
何
か
を

見
つ
け
出
せ
る
の
で
す
。「
合
理
的
な
理
解
は
、
便
利
な
理

解
で
は
あ
る
が
、
深
い
理
解
で
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。
合
理
的
な
理
解
し
か
な
い
な
ら
、
そ
こ
か
ら
文
化

は
生
ま
れ
な
い
。
深
い
理
解
、
そ
の
無
駄
の
中
か
ら
、
文
化

は
生
ま
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
深
さ
の
中
に
は
、「
説
明

で
き
な
い
関
係
性
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
そ
れ
も
ま
た
、
考
え
続
け
て
い
く
中
で
、
わ
か
っ
て
い

く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
内
山
節
さ
ん
を
囲
み
、
高
校
生
・
大
学
生
・
教
員
・
社

会
人
と
い
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
が
集
ま
り
、「
考

え
る
き
っ
か
け
」
を
生
み
出
す
場
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
お

互
い
の
「
関
係
」
の
中
で
、
す
ば
ら
し
い
時
間
が
つ
く
り

出
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

（
記
録
：
大
阪
教
育
大
学
附
属
高
等
学
校
天
王
寺
校
舎
教
諭　

能
登 

敦
子
）

＊
「
大
阪
国
語
教
育
ア
セ
ン
ブ
リ
ー
」
は
、
二
〇
一
六
年
も
七

月
末
に
開
催
予
定
で
す
。
六
月
に
「
大
阪
国
語
教
育
ア
セ
ン

ブ
リ
ー
」
ブ
ロ
グ
等
で
詳
細
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

 

（https://w
w
w
.osaka-c.ed.jp/blog/im

am
iya/asm

/

）

よ
り
も
価
値
が
な
い
と
も
い
え
ま
す
。
人
間
が
生
き
て
る
こ

と
に
は
意
味
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
マ
イ
ナ
ス
か
も
し
れ
な
い
。

そ
ん
な
思
い
を
ど
こ
か
で
持
ち
な
が
ら
、
で
も
、
で
き
る
こ

と
を
す
る
。
今
の
時
代
は
、
人
間
に
価
値
を
置
き
す
ぎ
て
い

ま
す
。
で
も
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
そ
の
一
人
ひ
と
り
が
、

社
会
を
悪
く
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
は
「
わ
か
ら

な
い
」。「
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
に
は
謙
虚
で
あ
る
べ
き
な
の

に
、「
価
値
が
あ
り
ま
す
」
と
断
言
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る

の
で
す
。
ま
た
例
え
ば
、
時
間
を
「
有
効
に
使
わ
な
く
ち
ゃ

い
け
な
い
」
な
ど
と
い
い
ま
す
。
み
ん
な
が
「
有
効
に
使
わ

な
い
と
」
と
思
い
始
め
た
ら
ど
う
な
る
か
。
文
化
が
な
く
な

り
ま
す
。
文
化
は
無
駄
か
ら
生
ま
れ
る
か
ら
。
だ
か
ら
、
今

の
時
代
に
は
、
ろ
く
な
文
化
が
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
効
率
の

い
い
社
会
は
で
き
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
化
の
な
い

社
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
意
味
が
な
い
の
で
は

な
い
で
す
か
。

●
一
方
向
か
ら
だ
け
考
え
る
の
で
は
な
く
、「
そ
う
い
う
の
も

あ
り
、
か
も
」
と
思
い
な
が
ら
、
生
き
る
。
私
た
ち
は
こ
の

社
会
で
生
き
て
る
か
ら
、
無
理
を
し
な
い
で
体
制
に
順
応
し

て
お
く
の
も
い
い
、
そ
う
考
え
る
の
も
、
あ
り
、
で
す
。
で

も
、
違
う
生
き
方
が
あ
る
っ
て
こ
と
を
知
っ
て
お
く
の
も
い

い
。
何
か
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
と
、
何
か
を
捨
て
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
を
知
っ
て
お
く
こ
と
も
大
切
で
す
。「
大

学
行
か
な
い
」っ
て
決
め
た
ら
、
色
ん
な
も
の
が
手
に
入
る
。

勉
強
に
向
け
て
い
た
時
間
を
費
や
せ
る
ん
で
す
か
ら
。「
大

学
に
行
く
」
こ
と
を
反
対
し
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
、
で
も
、

そ
れ
は
、
別
の
何
か
を
捨
て
る
こ
と
で
も
あ
る
。
捨
て
て
も

い
い
。
で
も
、
リ
ス
ク
も
あ
る
。
常
に
何
が
捨
て
ら
れ
る
か

考
え
る
。
そ
れ
が
、
新
し
い
も
の
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
大

切
な
こ
と
で
す
。

●
ち
ょ
っ
と
で
も
好
奇
心
が
湧
い
た
ら
、
と
に
か
く
手
を
出
し

て
み
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
好
奇
心
が
出
て
き
ま

は
、
昔
と
比
べ
て
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
で
も
、
一
面
で
は

変
わ
っ
て
い
な
い
。
木
切
れ
を
使
っ
た
地
域
電
力
を
や
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
形
を
見
る
と
新
し
い
、
で
も
、
見
方
を
変

え
れ
ば
、
地
元
の
薪
を
使
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
し
て
き
た
伝

統
へ
の
回
帰
と
も
い
え
ま
す
。
昔
に
た
だ
戻
す
わ
け
じ
ゃ
な

い
。
新
し
い
技
術
を
使
っ
て
、
地
域
循
環
型
社
会
を
作
っ
て

い
く
。
し
か
し
、
自
然
と
人
間
が
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
考

え
方
は
、
全
然
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
う
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、「
こ
ん

な
考
え
が
あ
る
ん
だ
」
と
い
う
の
を
知
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

田
舎
に
「
住
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
は
、
価
値
判
断
の
押
し
つ
け
に
な
り
ま
す
。

●
先
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
ど
ん
ど
ん
蟻
地
獄
に
入
り
込
ん
で

し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
、「
三
日
以
上
先
の
こ
と
を
考
え
な

い
」。
そ
の
先
ど
う
な
る
か
は
「
考
え
な
い
」。
な
る
よ
う
に

な
る
。
最
期
の
時
も
、
だ
か
ら
、「
な
る
よ
う
に
な
る
」
と

思
い
ま
す
。
死
ぬ
時
に
死
ぬ
場
所
で
死
ぬ
。
も
し
、
自
分
の

意
志
を
口
に
で
き
る
状
態
な
ら
、
そ
の
時
は
、
上
野
村
を
選

ぶ
だ
ろ
う
し
、
森
の
中
で
は
な
く
、
た
ぶ
ん
、
自
分
の
家
を

選
ぶ
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
人
間
の
考
え
方
は
変
わ
る
可
能
性

も
あ
る
。
私
は
五
十
年
ぐ
ら
い
病
院
に
行
っ
て
い
な
い
。
で

も
永
遠
に
行
か
な
い
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
大
き
な
病
気
が
わ
か
ら
な
く
て
も
い
い
ん
で
す
か
」
と
聞

か
れ
ま
す
が
、
人
は
ど
う
せ
、
い
つ
か
死
ぬ
。
そ
の
時
は
、

死
ぬ
だ
け
。
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。

●
私
は
、
人
間
と
い
う
生
き
物
に
価
値
が
あ
る
と
は
思
っ
て
い

ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
、
自
然
に
い
る
生
き
物
た
ち
よ
り
も

価
値
が
あ
る
、
と
は
思
わ
な
い
。
動
物
た
ち
は
、
社
会
全
体

を
悪
く
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
で
も
、
人
間
が
社
会
全

体
を
悪
く
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
し
、
み
ん
な
が
善
意
で
や

っ
て
い
る
こ
と
が
、
気
が
つ
い
た
ら
、
世
の
中
を
悪
く
し
て

い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
点
で
は
、
他
の
動
物

　

数
研
出
版
の
改
訂
版
『
国
語
総
合 

現
代
文
編
』『
高
等
学
校 

国
語
総
合
』
教
科
書
（
平
成
二
十
九
年
度
〜
）
に
は
、
内
山
先

生
の
「
時
間
と
自
由
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
自
由
論
―
自
然
と

人
間
の
ゆ
ら
ぎ
の
中
で
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年  

所
収
）

を
採
録
し
て
い
ま
す
。
是
非
、
あ
わ
せ
て
お
読
み
く
だ
さ
い
。

編
集
部
よ
り
お
知
ら
せ
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