
す
る
こ
と
も
、
ま
た
人
や
社
会
の
進
む
べ
き
方
向
性
を
示
唆
す
る
こ
と

も
、
残
念
な
が
ら
で
き
ず
に
来
た
の
で
あ
る
。

人
や
物
は
他
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
と
き
、
そ
の
も
の
の
輪
郭

は
明
確
と
な
る
。
個
別
な
事
象
が
も
つ
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ

が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
行
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
、
歴
史
研
究
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
第
六
版
の
第
一
刷
と
な
る
本
書
は
、
ま
ず
序
章
で

「
看
護
史
の
意
義
」
「
な
ぜ
看
護
史
を
学
ぶ
か
」
「
看
護
教
育
に
お
け
る

看
護
史
の
位
置
づ
け
」
の
項
を
掲
げ
、
「
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
」
が
「
現
在

を
学
ぶ
こ
と
」
に
な
る
点
を
高
ら
か
に
う
た
い
上
げ
、
終
章
で
は
歴
史

を
踏
ま
え
た
上
で
、
慢
性
病
時
代
に
お
け
る
新
し
い
看
護
の
あ
り
方
を

模
索
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
旧
版
に
な
い
新
鮮
さ
と
看
護

史
の
新
た
な
構
築
に
対
す
る
意
気
込
み
と
が
感
じ
ら
れ
る
。

細
部
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
旧
版
と
の
比
較

で
言
え
ば
、
ま
ず
第
三
章
で
は
仏
教
・
儒
教
・
道
教
・
神
道
の
考
え
方
、

ケ
ガ
レ
の
思
想
や
死
後
に
つ
い
て
の
見
方
に
関
す
る
節
を
新
た
に
登
場

さ
せ
て
い
る
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
や
臓
器
移
植
の
問
題
に
関
連
し
て
、

日
本
人
の
生
死
観
・
医
療
観
と
い
っ
た
も
の
へ
の
理
解
を
深
め
さ
せ
る

配
盧
で
あ
る
。

ま
た
、
第
七
章
で
は
旧
版
の
ア
メ
リ
カ
に
加
え
て
、
現
代
の
イ
ギ
リ

ス
・
中
国
・
韓
国
の
看
護
に
関
す
る
項
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
他
国
と

の
比
較
に
よ
っ
て
、
日
本
の
看
護
の
輪
郭
が
一
層
明
瞭
に
な
る
と
と
も

に
、
た
と
え
ば
韓
国
の
看
護
大
学
に
一
九
九
二
年
現
在
で
、
二
十
五
の

修
士
課
程
、
十
一
の
博
士
課
程
が
あ
る
と
い
っ
た
記
述
な
ど
は
、
わ
れ

著
者
に
よ
る
こ
の
本
の
タ
イ
ト
ル
を
み
た
と
き
に
「
こ
れ
で
つ
い
に

人
間
の
生
老
病
死
の
全
部
を
テ
ー
マ
に
さ
れ
た
」
と
感
じ
た
。
著
者
に

は
こ
れ
ま
で
同
じ
法
政
大
学
出
版
局
か
ら
「
死
と
病
と
看
護
の
社
会

史
」
、
「
老
い
と
看
取
り
の
社
会
史
」
、
「
ホ
ス
ピ
ス
と
老
人
介
護
の
歴
史
」

の
三
冊
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
人
間
の
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
だ
け
が
な
い

の
は
そ
れ
だ
け
取
り
上
げ
る
の
が
む
ず
か
し
い
か
ら
な
の
か
と
感
じ
て

い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

事
実
本
書
を
書
く
に
あ
た
っ
て
参
考
と
し
て
い
る
各
章
ご
と
の
史
・

資
料
を
み
る
と
苦
心
の
ほ
ど
が
う
か
が
わ
れ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

医
学
史
（
特
に
産
婦
人
科
学
史
）
は
も
と
よ
り
日
本
史
、
女
性
史
、
宗
教

史
、
思
想
史
、
技
術
史
、
生
命
倫
理
、
法
律
、
政
治
、
民
俗
学
、
文
学
、

人
口
問
題
、
教
育
、
母
性
、
子
供
、
性
な
ど
の
幅
広
い
知
識
が
な
い
と

テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
領
域
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
人
間
の
出
生
は
こ
れ
だ
け
の
要
素
が
か
か
わ
る
く
ら
い
複
雑
で

わ
れ
の
目
を
隣
国
に
も
向
か
わ
せ
、
も
っ
と
知
り
た
い
と
い
う
気
を
お

こ
さ
せ
る
。

そ
の
ほ
か
、
巻
末
の
充
実
し
た
参
考
文
献
の
一
覧
も
後
学
に
資
益
す

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
新
村
拓
）

〔
医
学
書
院
”
東
京
都
文
京
区
本
郷
五
’
二
四
’
三
、
電
話
○
三
‐
三
八
一

七
‐
五
六
○
○
、
一
九
九
六
年
、
Ｂ
５
判
、
二
五
四
頁
、
二
○
六
○
円
〕

新
村
拓
著
「
出
産
と
生
殖
観
の
歴
史
」
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多
次
元
の
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
だ
け
に
内
容
が
盛
り

だ
く
さ
ん
に
な
っ
て
し
ま
う
傾
向
に
な
る
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
か

も
し
れ
な
い
・

本
書
は
大
き
く
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
は
「
生
殖
の

理
論
」
で
、
第
一
章
生
殖
の
理
論
と
身
体
観
、
第
二
章
胎
児
観
と
発
生

論
の
図
像
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
部
は
「
妊
娠
か
ら
出
産
へ
」
と
な
っ

て
お
り
、
七
章
か
ら
の
構
成
で
第
一
章
月
経
観
、
第
二
章
懐
妊
、
第
三

章
易
産
を
求
め
た
古
代
・
中
世
人
の
心
性
、
第
四
章
産
死
者
の
服
分
け
、

第
五
章
近
世
出
産
の
心
得
、
第
六
草
出
産
の
情
景
、
第
七
章
産
婆
を
批

判
す
る
産
科
医
と
な
っ
て
い
る
。
第
三
部
は
「
子
を
産
む
こ
と
の
意
味
」

で
六
章
か
ら
な
り
、
第
一
章
結
婚
、
第
二
章
子
を
産
み
育
て
る
こ
と
の

意
味
、
第
三
章
受
胎
調
節
と
出
産
管
理
、
第
四
章
障
害
児
の
出
生
、
第

五
章
男
児
待
望
の
社
会
と
性
別
判
定
、
第
六
章
生
殖
と
性
愛
と
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
最
後
に
付
論
と
し
て
「
生
殖
観
の
歴
史
」
が
載
せ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
近
畿
地
区
助
産
婦
学
校
合
同
特
別
講
演
会
で
の
講
演

録
（
平
成
五
年
度
）
で
あ
る
。
著
者
も
後
書
き
で
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の

付
論
が
本
書
の
要
約
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
こ
こ
の
と
こ
ろ
に
目

を
と
お
し
て
か
ら
第
一
部
に
入
っ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

本
書
は
性
愛
・
受
胎
・
出
産
を
、
仏
教
や
東
洋
医
学
を
は
じ
め
、
日

本
古
米
の
医
書
や
安
藤
昌
益
ら
の
思
想
家
は
ど
う
み
て
き
た
か
。
生
死

を
分
け
か
ね
な
い
出
産
の
情
景
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
。
子
は

「
授
か
る
も
の
」
か
ら
「
つ
く
る
も
の
」
へ
と
い
う
意
識
の
大
き
な
変

換
の
中
で
、
避
妊
や
堕
胎
、
胎
教
や
出
産
の
心
得
、
助
産
者
の
役
割
、

不
妊
等
々
に
つ
い
て
人
々
は
ど
う
考
え
、
ど
う
対
処
し
て
き
た
か
。
近

代
国
家
に
よ
る
性
と
人
口
の
管
理
、
性
行
為
と
生
殖
の
分
離
を
も
た
ら

す
現
代
の
生
殖
技
術
の
発
展
ま
で
を
展
望
し
、
子
を
産
む
こ
と
の
意
味

と
知
恵
を
歴
史
に
学
ぶ
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
本
書
を
読
ん
で
感
心
し
た
の
は
妊
娠
・
出
産
に
対
す
る
「
人
間

の
対
処
行
動
」
が
科
学
的
知
識
の
十
分
で
は
な
い
時
代
に
お
い
て
も
合

理
的
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
避
妊
法
に
つ
い
て

は
は
じ
め
て
知
っ
た
。
ま
た
江
戸
の
女
医
者
の
存
在
も
知
る
こ
と
が
で

き
た
。
さ
ら
に
人
体
に
関
す
る
知
識
を
神
仏
か
ら
解
放
し
た
解
剖
学
の

果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
も
認
識
を
新
た
に
し
た
。
最
近
話
題
と
な
っ

て
い
る
助
産
士
に
つ
い
て
著
者
は
賛
成
の
立
場
を
と
り
希
望
す
る
男
性

が
で
て
き
た
場
合
に
は
資
格
を
得
る
道
を
解
放
し
て
お
く
べ
き
だ
と
し

て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
父
親
を
出
産
・
育
児
の
場
に
引
き
込
み
積

極
的
に
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
を
助
産
士
の
働
き
に
期
待
で
き
る
こ
と
、

男
性
の
立
場
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
で
き
る
助
産
士
の
登
場
は
助
産
の
職
域

の
拡
大
・
活
性
化
に
も
つ
な
が
る
と
し
て
い
る
。

書
物
の
タ
イ
ト
ル
は
著
者
の
問
題
意
識
の
表
れ
と
み
る
こ
と
も
で
き

る
わ
け
だ
が
、
歴
史
を
と
ら
え
る
視
点
に
は
そ
の
人
の
人
間
と
し
て
の

生
き
方
が
表
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
家
族
と
の
生
活
、
親
と

し
て
の
自
己
の
生
き
方
が
歴
史
を
み
る
問
題
意
識
と
な
っ
て
い
る
と
感

じ
ら
れ
た
。

（
平
尾
真
智
子
）

〔
法
政
大
学
出
版
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