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自
覚
と
は
何
か
。
自
覚
と
は
自
己
が
自
己
を
知
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
が
、
通
常
は
知
ら
れ
た
自
己
が
自
己
だ
と
思
い
な
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
し
か
し
、
知
ら
れ
た
自
己
は
知
ら
れ
た
自
己
で
あ
っ
て
自
己
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
自
己
そ
の
も
の
は
自
己
を
知
る
自
己
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
知
る
自
己
は
ど
の
よ
う
に
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
知
る
自
己
自
身
を
知
る
こ
と
は
、
も
は
や
そ
れ
を
対
象
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
知
る
と
は
す
べ
て
対
象
的
に
知
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
も
し
も
知
と
は
対
象
知
の
こ

と
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
知
る
自
己
自
体
を
知
る
こ
と
、
従
っ
て
真
の
自
己
を
知
る
通
路
は
塞
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
知
は
い
わ
ゆ
る
対
象
的
知
だ
け
に
尽
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
的
思
想
の
伝
統
の
中
で
は
古
来
、
対
象
的
知
の
他
に

直
観
的
（
直
覚
的
）
知
の
存
在
が
知
ら
れ
て
き
た
。
直
観
と
は
、
対
象
的
知
の
よ
う
に
知
る
主
観
と
知
ら
れ
る
客
観
に
分
か
れ
る
の
で
は

な
く
、
前
者
が
後
者
と
一
体
と
な
っ
て
「
直
に
観
る
」
こ
と
で
あ
る
。
真
の
意
味
の
自
覚
は
直
観
の
立
場
に
お
い
て
成
立
す
る
。
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六
六

　
以
上
、
真
の
自
己
の
在
所
お
よ
び
そ
こ
へ
の
通
路
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
で
自
覚
の
問
題
は
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
自
覚
の
問
題
は
こ
れ
か
ら
先
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば
、
自
覚
は
自
己
の
直
覚
を
要
す
る

が
、
生
ま
れ
て
か
ら
こ
の
方
、
長
年
に
わ
た
っ
て
対
象
的
知
に
な
ず
ん
で
き
た
我
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
意
識
の
根
底
的
変
革
を
意
味
し

て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
そ
の
変
革
は
し
ば
し
ば
死
を
賭
し
て
試
み
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
魂
の
遍
歴
を
記
述
す
る
こ
と
は
自
覚
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

道
程
を
照
ら
し
我
々
を
そ
こ
へ
と
鼓
舞
し
て
く
れ
る
。
「
自
覚
の
現
象
学
」
は
そ
う
い
う
実
践
的
意
義
を
も
つ
。

　
現
象
学
的
方
法
に
よ
っ
て
自
覚
の
道
程
が
照
明
さ
れ
た
ら
、
次
に
必
ず
我
々
は
実
地
に
そ
の
道
を
歩
む
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
意
識
の
根
底
的
変
革
を
意
味
す
る
自
覚
は
、
そ
の
変
革
が
結
局
は
我
々
の
存
在
様
式
の
根
本
的
変
革
を
意
味
す
る
が
ゆ
え
に
、
単
に

観
念
上
の
こ
と
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
覚
の
道
程
は
観
念
的
に
で
な
く
行
為
的
に
歩
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の

道
程
は
自
己
の
直
覚
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
最
初
か
ら
対
象
的
意
識
の
滅
却
が
意
図
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
自
覚
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

現
象
学
」
が
そ
の
た
め
に
示
唆
し
た
道
筋
は
、
身
心
を
挙
げ
て
全
体
作
用
的
に
人
や
物
と
関
わ
る
経
験
を
積
み
重
ね
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
例
え
ば
、
そ
う
い
う
仕
方
で
一
と
言
う
こ
と
は
、
非
対
象
的
方
法
で
1
我
々
が
大
地
を
耕
す
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
身
体
的

行
為
を
通
し
て
や
が
て
自
覚
の
通
路
の
開
か
れ
る
可
能
性
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
大
地
を
媒
体
と
し
た
そ
う
し
た
自
覚
の
運
動
は
「
大
地

　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
身
体
の
弁
証
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
自
覚
に
お
け
る
弁
証
法
的
運
動
の
媒
体
は
必
ず
し
も
大
地
に
限
定
さ
れ
る
必
要
は
な

い
。
む
し
ろ
事
物
一
般
が
そ
の
媒
体
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
（
こ
こ
に
「
大
地
と
身
体
の
弁
証
法
」
は
「
事
物
と
身
体
の
弁
証
法
」
へ

と
一
般
化
さ
れ
得
る
）
。
自
覚
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
事
物
に
対
し
て
我
々
の
全
身
心
を
投
げ
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
事
物
に
対
す
る
全
身
心
的
な
投
入
に
、
多
く
の
人
た
ち
が
教
育
的
意
義
を
見
い
だ
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
鈴
木
大
拙
は

「
大
地
は
人
間
に
取
り
て
大
教
育
者
で
あ
る
」
と
言
い
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
硬
い
物
質
を
「
人
間
の
意
志
の
偉
大
な
教
育
者
」
と
述
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
）

い
る
。
ま
た
ケ
ル
シ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
行
為
の
「
即
事
物
性
（
ω
餌
O
げ
一
一
〇
｝
冒
犀
①
一
八
）
」
に
教
育
的
な
価
値
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
事
物
へ
の
身
体
的
活
用
に
教
育
的
な
意
義
が
認
め
ら
れ
て
き
た
の
は
、
事
物
へ
の
全
身
心
的
な
投
入
が
自
己
（
人
格
）
の
自
覚
の
問
題
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に
直
結
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
問
題
こ
そ
教
育
の
根
本
問
題
で
あ
る
こ
と
を
彼
ら
が
よ
く
承
知
し
て
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

人
格
の
形
成
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
教
育
者
な
ら
び
に
教
育
学
妻
た
ち
も
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
い
は
ず
は
な
か
っ
た
。
ル
ソ
ー

や
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
ら
は
そ
の
代
表
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
先
駆
者
に
影
響
さ
れ
て
、
や
が
て
学
校
教
育
の
現
場
で
も
「
事
物
と
身
体
の
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
）

証
法
」
が
応
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
労
作
教
育
と
い
う
名
の
教
育
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
］
応
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
本
稿
で
は
労
作
教
育
の
実
践
と
理
論
を
京
都
哲
学
に
例
を
採
り
な
が
ら
考
察
し
て

み
た
い
。
京
都
哲
学
の
中
か
ら
こ
こ
で
採
り
上
げ
る
の
は
片
岡
仁
志
・
小
西
重
直
・
西
田
幾
多
郎
の
三
人
で
あ
る
。
片
岡
は
労
作
教
育
の

実
践
家
と
し
て
、
小
西
と
西
田
は
そ
の
理
論
家
と
し
て
で
あ
る
。
労
作
教
育
の
実
践
と
理
論
を
め
ぐ
っ
て
三
者
を
一
組
と
し
て
問
題
と
す

る
の
は
、
京
都
大
学
に
お
い
て
小
西
と
西
田
は
片
岡
の
師
で
あ
り
、
小
西
と
西
田
は
同
僚
で
あ
っ
た
と
い
う
形
式
的
関
係
か
ら
だ
け
で
は

な
く
、
三
者
の
間
に
あ
る
程
度
、
思
想
的
な
内
的
連
関
が
見
い
だ
せ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

労
作
教
育
の
実
践
　
　
片
岡
仁
志

　
片
岡
仁
志
（
一
九
〇
二
～
一
九
九
三
）
の
名
前
は
、
独
自
な
労
作
教
育
の
実
践
家
と
し
て
日
本
教
育
史
上
に
お
い
て
も
長
く
記
憶
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
、
一
般
的
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
片
岡
の
こ
と
に
つ
い
て
は
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
＞

と
こ
ろ
に
比
較
的
詳
し
く
書
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
必
要
な
こ
と
だ
け
に
限
っ
て
紹
介
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
片
岡
は
西
田
幾
多
郎
と
小

西
重
直
の
薫
陶
を
受
け
て
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
に
京
都
大
学
哲
学
科
を
卒
業
し
、
一
年
ほ
ど
大
学
院
に
在
籍
し
た
後
、
沖
縄
県
立
女

子
師
範
学
校
・
沖
縄
県
立
第
一
高
等
女
学
校
（
一
九
二
八
～
一
九
二
九
）
を
振
り
出
し
に
、
信
州
に
赴
い
て
長
野
県
立
実
業
補
習
学
校
教

員
養
成
所
（
後
に
長
野
県
立
青
年
学
校
教
員
養
成
所
と
改
称
）
（
一
九
三
〇
～
一
九
三
八
）
の
教
諭
、
や
が
て
長
野
県
立
長
野
高
等
女
学

校
（
一
九
三
八
～
一
九
四
〇
）
着
任
以
降
は
、
長
野
県
立
野
沢
高
等
女
学
校
（
↓
九
四
〇
～
一
九
四
二
）
を
歴
任
し
、
京
都
に
戻
っ
て
京
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六
八

都
府
立
嵯
峨
野
女
学
校
（
一
九
四
二
～
一
九
四
六
）
、
京
都
府
立
第
一
高
等
女
学
校
（
一
九
四
六
～
一
九
四
八
）
、
京
都
府
立
鴨
祈
高
等
学

校
、
京
都
市
立
西
京
高
等
学
校
（
一
九
四
八
～
一
九
五
〇
）
に
お
い
て
、
戦
中
・
戦
後
の
混
乱
期
に
校
長
職
を
全
う
し
た
。
そ
の
後
、
片

岡
は
京
都
大
学
教
育
学
部
教
授
（
一
九
五
〇
～
一
九
六
五
）
と
な
り
主
と
し
て
教
育
指
導
論
を
講
じ
た
が
、
労
作
教
育
の
実
践
家
と
し
て

の
片
岡
の
面
目
は
、
む
し
ろ
片
岡
が
赴
任
し
た
教
員
養
成
所
や
高
等
女
学
校
で
展
開
し
た
教
育
方
法
の
う
ち
の
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
で
は
、
片
岡
の
行
っ
た
労
作
教
育
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
具
体
的
な
例
を
枚
挙
し
て
ゆ
く
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
、
片
岡
が
行
っ
た
労
作
教
育
の
う
ち
、
そ
の
基
本
型
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
例
を
一
つ
だ
け
挙
げ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
）

お
こ
う
。
そ
れ
は
長
野
県
の
教
員
養
成
所
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
様
子
を
卒
業
生
の
一
人
が
印
象
深
く
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
あ
れ
は
、
二
年
生
の
夏
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
先
生
と
と
も
に
、
飯
綱
山
麓
、
袖
の
山
の
無
住
の
寺
に
、
三
泊
四
日
の
生

　
　
活
を
共
に
し
た
。
昼
は
す
す
き
の
原
野
の
開
墾
に
汗
を
流
し
、
夜
は
蚊
に
喰
わ
れ
な
が
ら
坐
禅
を
組
ん
だ
。
起
居
は
概
ね
禅
林
の
清

　
　
規
に
則
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
計
画
の
立
案
、
実
施
に
つ
い
て
は
、
曲
折
が
あ
っ
た
由
を
、
後
で
耳
に
し
た
が
、
先
生
の
熱
意

　
　
と
綿
密
周
到
な
企
画
は
、
つ
い
に
学
校
を
動
か
し
、
そ
の
実
現
に
到
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
行
事
の
こ
と
は
片
岡
の
日
記
に
も
記
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
一
九
三
六
（
昭
和
十
一
）
年
六
月
三
日
か
ら
六
日
ま
で
行
わ
れ
た
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
日
記
を
見
て
み
る
と
、
六
月
一
日
の
と
こ
ろ
に
、
「
夕
食
後
、
早
春
行
事
の
腹
案
を
練
る
た
め
に
天
主
院
を
訪
ね
、

懇
談
一
時
間
に
て
帰
る
」
と
あ
る
。
続
い
て
「
余
の
腹
案
」
と
し
て
、
午
前
四
時
半
の
起
床
に
始
ま
り
、
読
経
（
心
経
、
四
句
誓
願
）
、

坐
禅
、
そ
し
て
労
働
な
ど
、
午
前
八
時
く
ら
い
ま
で
の
日
課
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
腹
案
は
後
に
少
し
修
正
を
必
要
と
し
た

の
か
、
十
日
付
け
の
箇
所
に
は
「
七
時
、
朝
食
、
食
事
五
塵
、
合
掌
」
、
九
時
か
ら
十
一
時
半
、
午
後
一
時
半
か
ら
三
時
、
三
時
半
か
ら

五
時
半
ま
で
の
一
日
六
時
間
の
「
労
働
」
（
そ
の
間
、
昼
食
、
午
睡
、
茶
菓
、
水
浴
な
ど
あ
り
）
、
「
六
時
半
、
夕
食
、
五
言
、
合
掌
」
、
七

時
か
ら
九
時
半
ま
で
「
打
坐
」
「
坐
禅
」
な
ど
あ
り
、
「
九
時
、
就
寝
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
労
作
教
育
は
特
別
の
行
事
と
し
て
の
み
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
後
年
、
片
岡
は
そ
の
頃
の
こ
と
を
次
の
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（
8
）

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
私
が
信
州
の
青
年
師
範
学
校
に
お
世
話
に
な
っ
た
時
代
、
私
が
受
け
持
っ
た
教
科
は
、
哲
学
、
倫
理
、
心
理
、
教
育
で
あ
り
、
そ

　
　
れ
を
す
べ
て
私
一
人
で
担
当
し
ま
し
た
。
な
お
そ
の
内
容
は
、
単
に
学
問
的
な
講
義
だ
け
で
終
わ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な

　
　
く
、
教
室
で
の
講
義
が
終
わ
っ
た
午
後
に
な
る
と
、
学
生
と
一
緒
に
畑
仕
事
を
し
た
り
、
肥
桶
を
担
い
だ
り
し
た
も
の
で
す
。
私

　
　
は
、
こ
れ
が
教
育
の
土
壌
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
ま
た
、
上
水
内
郡
に
袖
の
山
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
山
へ
も
出
か
け
て
行
っ
て
、
学
生
と
一
緒
に
開
墾
作
業
を
し

　
　
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
寮
舎
を
建
て
、
一
週
間
交
代
で
開
墾
作
業
を
し
な
が
ら
、
生
活
訓
練
、
生
活
教
育
を
し
た
の
で
す
。
い
ま

　
　
振
り
返
っ
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
そ
の
生
活
は
本
当
に
楽
し
い
も
の
で
あ
っ
た
し
、
私
は
本
当
の
教
育
を
そ
こ
で
し
た
と
思
っ
て
い

　
　
ま
す
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
片
岡
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
た
労
作
教
育
の
特
色
を
指
摘
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
ぎ

　
（
一
）
教
員
養
成
所
の
卒
業
生
が
「
起
居
は
概
ね
禅
林
の
清
規
に
則
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
片
岡
の
日

記
に
、
「
［
般
若
］
心
経
」
「
四
句
誓
願
」
「
坐
禅
」
「
食
事
五
観
［
食
事
の
際
に
唱
え
る
五
観
文
］
」
「
合
掌
」
「
労
働
」
の
よ
う
な
、
禅
宗
特

有
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
片
岡
の
労
作
教
育
は
禅
宗
の
僧
堂
生
活
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

（
片
岡
は
京
大
入
学
以
前
・
在
学
中
を
通
じ
て
深
く
禅
に
触
れ
て
い
た
）
。

　
（
二
）
片
岡
の
労
作
教
育
は
「
畑
仕
事
」
「
開
墾
作
業
」
な
ど
、
主
と
し
て
筋
肉
を
使
用
し
た
勤
労
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
（
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
き
ん

も
ま
た
僧
堂
生
活
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
禅
宗
で
は
、
一
作
務
、
二
坐
禅
、
三
看
経
と
言
っ
て
、
修
行
の
中
で
も
作
務
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

ち
肉
体
労
働
が
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
コ
日
作
さ
ざ
れ
ば
、
一
日
食
ら
わ
ず
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
禅
語
も
あ
る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
（
三
）
労
作
教
育
を
通
じ
て
教
育
の
生
活
教
育
化
が
な
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
食
事
の
前
に
食
事
五
妙
文
、
す
な
わ
ち
（
1
）
人
々
の
労

苦
と
神
仏
の
加
護
へ
の
感
謝
、
（
2
）
自
分
が
食
を
供
応
さ
れ
る
に
値
し
な
い
こ
と
へ
の
反
省
、
（
3
）
食
の
欲
の
抑
制
、
（
4
）
食
は
天

六
九
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七
〇

地
の
生
命
を
宿
す
良
薬
で
あ
る
こ
と
、
（
5
）
さ
ら
な
る
行
へ
の
誓
い
、
の
意
味
を
も
つ
五
連
の
短
い
偶
を
必
ず
唱
え
さ
せ
た
の
は
、
食

事
を
す
る
現
場
で
そ
の
都
度
こ
れ
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
食
」
の
意
義
を
体
験
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
り
生
徒
た
ち
は
「
食
」
と
い
う
人
間
生
活
の
重
要
な
一
部
分
に
つ
い
て
、
そ
の
深
い
意
味
を
具
体
的
に
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
片
岡
は
労
作
教
育
を
通
し
て
生
活
の
場
を
教
育
の
場
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
科
指
導
を
生
活
指
導
と
結
び
つ
け
て
教
育
を

い
っ
そ
う
具
体
化
し
効
果
的
た
ら
し
め
た
と
言
え
る
。

　
（
四
）
し
か
し
な
が
ら
、
労
作
教
育
の
眼
目
は
そ
う
い
う
生
活
教
育
を
通
し
て
人
格
（
人
間
）
の
教
育
が
計
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
再

び
食
事
五
観
文
の
こ
と
を
例
に
と
れ
ば
、
そ
れ
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
が
「
食
」
す
る
こ
と
の
根
本
的
意
義
に
触
れ
る
こ
と
が
で

き
、
こ
う
し
た
自
己
反
省
を
通
し
て
人
間
存
在
の
根
底
に
立
ち
帰
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
例
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
意
味
で

生
活
教
育
と
し
て
の
労
作
教
育
は
楽
し
み
な
が
ら
の
「
本
当
の
教
育
」
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
（
五
）
労
作
教
育
は
生
活
教
育
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
本
当
の
教
育
」
、
す
な
わ
ち
「
人
間
存
在
の
根
底
に
帰
ら
せ
る
」
人
間
教
育
で

あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
「
人
間
存
在
の
根
底
」
と
は
何
か
。
禅
的
修
行
を
通
じ
て
、
片
岡
は
そ
れ
を
体
験
的
に
無
で

　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

あ
る
と
直
観
し
て
い
た
。
片
岡
に
よ
れ
ば
、
人
格
性
（
人
間
性
）
は
無
性
　
　
仏
教
で
は
こ
れ
を
仏
性
と
言
う
一
で
あ
る
。
肉
体
的
な

労
作
教
育
は
、
禅
門
に
お
い
て
作
務
が
仏
性
自
得
の
た
め
の
行
で
あ
る
よ
う
に
、
無
性
と
し
て
の
人
格
性
（
人
間
性
）
を
自
覚
す
る
た
め

の
育
成
で
あ
る
。
こ
こ
に
労
作
教
育
が
人
格
教
育
で
あ
り
人
間
教
育
で
あ
る
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
片
岡
が
肉
体
的
な
労
作
教
育
の
実
践

を
「
教
育
の
土
壌
」
と
呼
ん
だ
の
に
は
、
そ
う
い
う
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
職
場
が
教
員
養
成
所
か
ら
野
沢
高
女
に
移
っ
て
か
ら
以
降
、
片
岡
の
労
作
教
育
は
い
っ
そ
う
体
系
的
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言

え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
片
岡
が
誰
に
遠
慮
す
る
こ
と
も
な
く
比
較
的
自
由
に
学
校
を
運
営
で
き
る
校
長
職
に
就
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る

だ
ろ
う
。
野
沢
高
女
で
は
生
徒
の
服
装
を
常
時
も
ん
ぺ
姿
に
変
え
さ
せ
て
、
い
つ
で
も
労
作
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
た
。
ま
た
給
食

制
度
を
導
入
し
て
生
徒
た
ち
の
健
康
管
理
に
も
気
を
配
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
生
徒
の
耕
す
菜
園
で
と
れ
た
野
菜
類
を
利
用
し
た
り
、
上
級
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生
た
ち
に
は
家
庭
科
教
育
の
一
環
と
し
て
献
立
や
料
理
な
ど
を
さ
せ
て
み
る
工
夫
が
な
さ
れ
た
。
片
岡
に
よ
る
労
作
教
育
の
よ
り
徹
底
さ

れ
た
形
は
嵯
峨
野
高
女
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
日
本
一
の
女
子
教
育
の
殿
堂
」
を
創
建
す
る
た
め
に
、
特
に
請
わ

れ
て
校
長
に
就
任
し
た
嵯
峨
野
高
女
は
、
禅
の
心
と
茶
道
の
精
神
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
労
作
を
中
心
と
し
た
片
岡
の
教
育
理
念
を
思
い
存
分

に
発
揮
す
る
こ
と
で
き
た
場
所
で
あ
っ
た
。
「
毎
週
行
わ
れ
た
作
法
室
で
の
静
座
、
夏
休
み
を
利
用
し
た
相
国
寺
本
堂
に
お
け
る
二
泊
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

日
の
参
禅
、
表
千
家
の
堀
内
宗
完
宗
匠
に
よ
る
茶
道
の
ご
指
導
、
西
田
幾
多
郎
先
生
の
特
別
講
話
」
は
す
べ
て
片
岡
の
発
案
に
よ
る
も
の

と
し
て
、
多
く
の
卒
業
生
が
自
ら
の
身
体
に
刻
み
込
ま
れ
た
印
象
を
語
っ
て
い
る
。

　
以
上
、
片
岡
の
教
育
家
と
し
て
の
特
色
が
労
作
教
育
の
実
践
的
方
法
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
具
体
例
を
見
て
み
た
。
こ
の

こ
と
を
通
し
て
分
か
る
こ
と
は
、
そ
の
際
に
片
岡
に
お
い
て
は
筋
肉
的
労
働
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
特
に
身
体
の
活
用
に
重
点
が
置
か

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
答
え
と
し
て
す
ぐ
に

推
測
さ
れ
る
こ
と
は
、
片
岡
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
た
労
作
教
育
中
に
常
に
坐
禅
や
労
働
（
作
務
）
が
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
片
岡
自
身
の
禅
体
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
智
慧
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
筆
者
は
そ
の
考
え

方
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
片
岡
は
他
方
で
、
京
大
の
哲
学
科
で
学
ん
だ
哲
学
徒
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
何

ら
か
の
哲
学
思
想
的
な
根
拠
も
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
今
の
と
こ
ろ
、

上
述
の
日
記
以
外
に
当
時
の
片
岡
の
考
え
を
知
る
た
め
の
確
か
な
資
料
が
筆
者
に
は
な
い
。
そ
こ
で
、
日
記
の
中
に
労
作
教
育
の
思
想
面

に
触
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
の
で
、
そ
の
部
分
の
要
点
を
箇
条
書
き
に
し
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
先
と
同
年
の
一
九
三
六
（
昭

和
十
こ
年
の
日
記
で
、
十
二
月
十
五
日
の
日
付
が
付
さ
れ
て
い
る
。
初
め
に
「
成
績
調
査
に
夜
を
過
す
、
調
査
中
種
々
所
感
あ
り
」
と

あ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
（
一
）
教
育
の
使
命
は
人
を
全
人
た
ら
し
む
る
に
あ
る
。
全
人
た
ら
し
む
る
に
二
方
向
が
あ
り
、
一
は
身
体
的
に
よ
り
精
神
的
に
向
か

わ
し
め
る
（
精
神
化
）
、
二
は
個
人
よ
り
社
会
、
国
家
、
世
界
、
宇
宙
へ
と
社
会
化
す
る
。
前
者
を
縦
の
教
育
と
す
れ
ば
後
者
は
横
の
教

七
一
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七
二

育
と
な
り
、
縦
横
全
く
し
て
全
人
と
な
る
。

　
（
二
）
身
心
は
本
来
一
体
で
あ
る
。
身
は
表
、
心
は
裏
、
両
者
一
体
と
な
っ
て
生
命
を
な
す
。
生
命
は
身
心
に
対
し
て
、
身
心
を
部
分

と
す
る
一
全
体
者
で
あ
る
。

　
（
三
）
個
人
は
家
の
部
分
で
あ
り
、
家
は
個
人
の
上
の
全
体
で
あ
る
。
家
の
全
体
に
社
会
が
あ
り
国
家
が
あ
り
、
そ
し
て
世
界
が
あ

る
。
個
人
の
生
命
は
家
の
生
命
の
部
分
に
し
て
、
さ
ら
に
深
く
は
世
界
生
命
の
部
分
で
あ
る
。

　
（
四
）
全
体
生
命
は
形
の
上
に
求
め
れ
ば
不
可
得
で
あ
る
。
形
あ
る
も
の
は
そ
れ
を
含
む
全
体
の
部
分
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
五
）
無
形
な
全
体
の
統
一
力
は
個
人
の
場
合
に
は
良
心
が
そ
れ
で
あ
る
。
良
心
は
す
べ
て
の
欲
望
に
対
す
る
規
範
で
あ
る
。
無
形
の

規
範
を
有
形
化
す
れ
ば
法
と
な
る
。

　
（
六
）
生
活
内
容
に
即
し
て
そ
の
全
体
と
部
分
と
を
見
れ
ば
、
部
分
は
物
質
生
活
と
精
神
生
活
で
あ
る
。
物
質
生
活
に
農
・
工
・
商

（
衣
・
食
・
住
）
の
営
み
が
あ
り
、
精
神
生
活
に
知
・
情
・
意
の
働
き
が
あ
る
。
人
間
的
生
活
は
精
神
生
活
に
有
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特

色
が
あ
り
、
物
質
生
活
は
精
神
生
活
の
基
礎
た
る
に
外
な
ら
な
い
。

　
（
七
）
と
は
言
え
、
物
質
生
活
に
つ
い
て
決
し
て
疎
か
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
本
来
、
人
は
衣
食
住
は
自
力
で
営
む
べ
き
も
の
で

他
に
依
存
す
べ
き
で
な
い
。
そ
れ
は
人
の
義
務
で
あ
る
。
草
木
鳥
獣
す
ら
な
お
こ
れ
を
営
む
、
況
ん
や
人
間
を
や
で
あ
る
。
物
質
生
活
を

全
う
し
得
ざ
る
も
の
が
ど
う
し
て
精
神
生
活
を
全
う
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
物
質
生
活
は
厭
う
べ
き
で
な
く
、
こ
れ
を
克
服
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
を
忘
れ
、
い
た
ず
ら
に
寄
生
生
活
を
望
む
の
は
大
き
な
誤
り
で
あ
り
、
人
類
の
病
根
で
あ
り
、
最
も
恐
る
べ
き
こ
と
で

あ
る
。
「
一
日
不
作
、
一
日
不
食
」
と
い
う
古
人
の
言
葉
を
深
く
味
わ
う
べ
き
で
あ
る
。

　
（
八
）
し
か
し
社
会
の
進
展
は
、
農
・
工
・
商
の
よ
う
な
物
質
生
活
に
直
接
関
与
す
る
職
業
と
そ
う
で
な
い
職
業
と
の
分
業
を
成
立
せ

し
め
る
。
社
会
生
活
は
分
業
に
よ
り
成
り
立
つ
か
ら
、
世
人
は
自
分
の
分
で
な
い
幾
多
の
職
業
か
ら
の
恩
恵
に
対
し
て
感
謝
の
念
を
忘
れ

る
べ
き
で
は
な
い
。
職
業
教
育
の
根
本
精
神
は
、
こ
の
よ
う
な
多
種
多
様
な
物
質
的
職
業
と
精
神
的
職
業
と
か
ら
成
る
機
構
を
自
覚
さ
せ
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て
、
相
互
的
感
謝
、
相
互
的
敬
愛
の
精
神
の
酒
毒
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
職
業
の
神
聖
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
う
ち
に
当
時
の
片
岡
の
哲
学
的
思
想
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
思
想
と
は
、
少
し
解
釈
を
入
れ
て
纏
め

て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
①
個
人
は
世
界
の
個
人
で
あ
る
。
世
界
と
個
人
は
全
体
と
部
分
の
関
係
に
あ
る
。
②
世
界
は
全
体
的
な

も
の
と
し
て
生
命
的
で
あ
る
。
し
か
も
全
体
的
な
も
の
と
し
て
形
な
き
無
で
あ
る
。
③
個
人
は
無
形
な
る
世
界
生
命
の
部
分
と
し
て
、
や

は
り
そ
の
本
体
は
無
で
あ
る
。
④
無
で
あ
る
個
人
に
統
一
力
が
あ
る
。
良
心
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
（
こ
の
統
一
力
は

全
体
世
界
の
統
一
力
で
も
あ
る
、
道
と
か
真
理
の
根
拠
で
あ
る
）
。
⑤
世
界
は
精
神
的
な
も
の
と
物
資
的
な
も
の
と
の
全
体
で
あ
る
。
こ

の
全
体
の
部
分
で
あ
る
個
人
も
ま
た
精
神
と
物
質
と
の
全
体
で
あ
る
。
⑥
教
育
は
精
神
と
物
質
の
全
体
で
あ
る
人
間
へ
の
教
育
、
す
な
わ

ち
全
人
教
育
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑦
精
神
的
で
あ
る
こ
と
は
人
間
で
あ
る
こ
と
の
根
本
特
徴
に
違
い
な
い
が
、
従
っ
て
そ
の
面
へ
の

教
育
的
配
慮
は
不
可
欠
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
に
物
質
的
（
身
体
的
）
側
面
へ
の
教
育
的
配
慮
を
絶
対
に
疎
か
に
す
べ
き
で
は
な
い
。
自

ら
の
身
体
を
活
用
し
て
働
く
こ
と
の
尊
さ
と
、
精
神
生
活
と
と
も
に
物
質
生
活
の
、
精
神
的
職
業
と
と
も
に
物
質
的
職
業
の
意
義
を
十
二

分
に
教
諭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
①
か
ら
④
ま
で
は
片
岡
の
形
而
上
学
的
な
思
想
に
相
当
し
よ
う
が
、
こ
の
部
分
は
片
岡
の
哲
学
の
師
で
あ
っ
た
西
田
幾
多
郎
の
哲
学

（
絶
対
無
の
哲
学
）
に
依
拠
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑤
か
ら
⑦
の
考
え
も
西
田
哲
学
を
基
礎
に
し
て
い
よ
う
が
、
人
間
存
在

の
身
体
的
側
面
へ
の
強
い
関
心
と
、
そ
こ
へ
の
教
育
学
的
関
心
は
片
岡
に
固
有
の
考
え
方
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
か
ら
労
作
教
育
論
へ
の
道
の
り
は
後
一
歩
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
人
間
存
在
に
お
け
る
身
体
性
の
重
要
性
と
労
作
教
育
の
必

要
性
と
を
結
び
つ
け
る
た
め
に
は
1
片
岡
に
お
い
は
そ
の
こ
と
は
恐
ら
く
体
験
的
に
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
一
な
お
綿
密
な
議

論
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
我
々
は
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
議
論
と
し
て
、
片
岡
が
体
験
的
に
知
っ
て
い
た
こ
と
を
理
論
的
に
明
ら
か
に
し
ょ
う

と
し
た
教
育
哲
学
的
思
想
、
し
か
も
片
岡
に
と
っ
て
身
近
で
も
あ
っ
た
恩
師
小
西
重
直
の
思
想
に
注
目
し
た
い
。
小
西
は
労
作
教
育
を
教

育
の
基
本
に
考
え
た
教
育
哲
学
者
で
あ
る
が
、
片
岡
は
小
西
の
講
義
や
著
作
を
通
じ
て
、
小
西
の
人
格
者
と
と
も
に
そ
の
労
作
教
育
論
に

七
三
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四

深
く
共
鳴
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

数
少
な
い
片
岡
の
論
文
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

つ
に
「
小
西
重
直
教
授
の
生
涯
と
業
績
」
が
あ
る
の
は
、
そ
の
証
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

二
　
労
作
教
育
の
哲
学
　
　
小
西
重
直

京都哲学と労作教育

　
小
西
重
直
（
一
八
七
五
～
一
九
四
八
）
は
東
大
哲
学
科
を
卒
業
後
、
す
ぐ
に
教
育
学
研
究
の
た
め
に
三
年
間
ド
イ
ツ
と
イ
ギ
リ
ス
に
留

学
し
、
帰
国
後
は
広
島
高
等
師
範
学
校
教
授
、
文
部
省
視
学
官
、
第
七
高
等
学
校
音
無
館
校
長
な
ど
を
歴
任
し
た
。
こ
の
後
、
一
九
一
三

（
大
正
二
）
年
に
京
都
帝
国
大
学
文
科
大
学
教
授
（
教
育
学
教
授
法
講
座
担
当
）
に
就
任
し
、
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
に
総
長
と
な
っ

て
京
大
滝
川
事
件
に
遭
遇
し
辞
職
し
た
（
つ
い
で
に
言
え
ば
、
就
任
し
た
一
九
＝
二
年
は
は
京
大
沢
柳
事
件
の
年
で
あ
っ
た
）
。
片
岡
が

京
大
に
在
籍
し
た
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
か
ら
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
の
頃
の
小
西
は
、
す
で
に
『
学
校
教
育
』
（
一
九
〇
八
）
、

『
現
今
教
育
の
研
究
』
（
一
九
一
一
）
、
『
教
育
思
想
の
研
究
』
（
一
九
二
三
）
な
ど
に
よ
っ
て
教
育
学
者
と
し
て
第
一
等
の
地
位
を
築
い
て

お
り
、
さ
ら
に
自
ら
の
教
育
哲
学
の
完
成
を
目
ざ
し
て
研
鐙
を
深
め
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
完
成
を
示
す
と
目
さ
れ
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

は
一
九
三
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
『
教
育
の
本
質
観
』
『
労
作
教
育
』
で
あ
る
。
小
論
の
趣
旨
か
ら
も
そ
れ
ら
二
著
書
　
　
『
教
育
の
本
質

観
』
の
自
序
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
著
作
は
本
来
『
教
育
の
本
質
と
労
作
』
と
題
し
て
一
冊
本
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
一
が
重

要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
出
版
さ
れ
た
一
九
三
〇
年
は
片
岡
の
在
学
期
間
（
一
九
二
四
～
一
九

二
八
）
と
ず
れ
て
い
る
の
で
、
小
論
で
は
あ
え
て
一
九
二
五
年
に
両
書
の
骨
子
を
述
べ
た
と
考
え
ら
れ
る
二
論
文
「
意
識
と
文
化
と
教

育
」
「
労
作
教
育
の
問
題
」
を
中
心
に
し
て
、
足
ら
な
い
と
こ
ろ
を
上
記
の
二
著
書
に
よ
っ
て
補
い
な
が
ら
小
西
の
労
作
教
育
論
を
見
て

行
く
こ
と
に
す
る
。

　
「
労
作
教
育
の
問
題
」
に
お
い
て
小
西
は
先
ず
予
備
的
に
、
そ
こ
で
言
う
労
作
が
主
と
し
て
手
工
的
労
作
の
意
味
で
あ
る
こ
と
　
　
こ
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（
1
4
）

の
点
に
つ
い
て
小
西
は
後
に
「
労
作
は
必
ず
筋
肉
を
通
し
て
の
労
作
」
、
す
な
わ
ち
眼
、
耳
、
口
だ
け
で
済
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、
手
を

用
い
身
体
全
体
を
使
っ
た
筋
肉
的
労
作
を
主
張
す
る
　
　
、
教
育
に
お
け
る
手
工
の
価
値
の
承
認
は
中
世
の
教
会
教
育
に
も
見
い
だ
さ
れ

る
が
本
来
近
世
の
主
張
で
あ
っ
て
、
そ
の
推
奨
者
に
ル
ソ
ー
、
コ
メ
ニ
ウ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
フ
ラ
ン
ケ
を
初
め
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
、
フ
ィ

ヒ
テ
、
ゲ
ー
テ
、
フ
レ
ー
ベ
ル
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
な
ど
が
い
る
こ
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
十
九
世
紀
後
半
よ
り
手
工
が
小
学
校
の
必
修

科
目
と
し
て
採
用
さ
れ
は
じ
め
、
労
作
中
心
の
学
校
も
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
労
作
教
育
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
諸
点
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
（
一
）
労
作
教
育
に
関
し
て
は
、
ナ
ト
ル
プ
な
ど
の
理
想
主
義
的
な
考
え
方
と
ブ
ロ
ン
ス
キ
ー
な
ど
の
物
質
主
義
な
考
え
方
の
二
種
の

思
潮
が
あ
る
。
ナ
ト
ル
プ
に
よ
れ
ば
人
間
の
原
本
的
働
き
は
衝
動
で
あ
っ
て
1
子
供
の
場
合
、
こ
れ
は
自
由
遊
戯
と
し
て
表
れ
る
一

労
作
は
そ
う
し
た
衝
動
の
本
然
の
作
用
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
真
の
労
作
に
な
る
た
め
に
は
理
性
的
意
志
に
基
づ
く
理
念
に
よ
っ
て
指
導
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
労
作
教
育
と
は
理
念
の
力
を
借
り
て
秩
序
や
組
織
を
整
え
、
労
作
へ
の
意
志
を
起
こ
さ
せ
る
教
化
生
活
で

あ
る
。
こ
の
意
味
の
労
作
に
専
心
し
愉
悦
の
情
を
感
じ
る
と
き
、
真
の
自
己
が
実
現
さ
れ
て
お
り
一
種
の
永
遠
性
（
宗
教
性
）
に
触
れ
て

い
る
。
他
方
、
ブ
ロ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
労
作
は
人
間
が
自
然
を
人
間
の
た
め
に
加
工
す
る
過
程
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
で
の
労
作

教
育
は
自
然
征
服
の
た
め
の
実
用
的
教
育
と
な
り
、
手
工
的
道
具
に
代
わ
る
効
率
的
機
械
の
使
用
な
ど
産
業
社
会
的
教
育
が
施
さ
れ
る
。

　
（
二
）
ナ
ト
ル
プ
と
ブ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
労
作
教
育
に
関
す
る
考
え
方
の
相
違
は
そ
の
立
場
の
違
い
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
両
者

の
立
場
と
も
教
育
の
主
体
で
あ
る
肝
心
の
子
供
の
生
活
に
つ
い
て
十
分
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
「
子
供
は
煙
る
意
味
に
於
て
凡
て

を
調
和
す
る
神
秘
的
な
大
芸
術
家
の
様
な
も
の
で
、
理
想
主
義
と
か
物
質
主
義
と
か
イ
ズ
ム
に
冠
せ
ら
る
・
以
上
の
も
の
で
、
言
は
．
・
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔦
）

体
的
と
で
も
い
は
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
1
こ
れ
が
小
西
教
育
学
の
根
本
的
精
神
で
あ
る
。

　
子
供
の
活
動
は
本
来
そ
れ
自
体
に
目
的
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
活
動
を
通
じ
て
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
自
己
を
形
成
し
て
行
く
の

で
、
そ
う
い
う
意
味
で
あ
ま
り
実
用
に
関
係
し
な
い
。
と
は
言
え
、
実
用
を
無
視
し
た
教
育
は
子
供
に
と
っ
て
余
り
に
も
抽
象
的
で
あ

七
五
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七
六

る
。
し
か
し
反
対
に
、
実
用
一
方
に
偏
る
の
も
子
供
の
生
気
あ
る
生
活
を
殺
す
こ
と
に
な
る
。
内
面
的
創
造
の
教
育
と
外
面
的
生
産
の
教

育
、
理
想
面
の
教
育
と
現
実
面
の
教
育
の
両
立
が
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
労
作
を
喜
ぶ
子
供
の
自
発
性
を
尊
重
す
る
一
と
言
う
こ
と

は
、
ま
た
人
間
存
在
に
本
来
具
わ
っ
て
い
る
自
発
性
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
　
　
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
学
校
の
労
作
は
あ

る
程
度
ま
で
前
者
に
重
き
を
置
い
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
学
校
に
お
け
る
手
工
的
労
作
で
あ
っ
て
も
、
後
者
の
点
と
全

く
関
係
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
や
が
て
実
社
会
で
の
勤
労
心
を
養
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
（
三
）
学
校
に
お
け
る
労
作
は
人
格
の
発
展
に
役
立
つ
限
り
に
お
い
て
価
値
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
（
霊
と
肉
か
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聡
）

る
）
人
間
存
在
の
基
礎
的
構
造
か
ら
し
て
も
、
「
労
作
の
な
い
真
空
の
瓶
の
中
で
は
、
人
格
の
完
全
な
構
成
は
不
可
能
で
あ
る
」
。
そ
う
で

あ
る
か
ら
、
労
作
は
原
本
的
目
的
価
値
す
な
わ
ち
完
全
な
意
味
で
そ
れ
自
体
価
値
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
産
業
社
会

に
お
け
る
労
働
の
よ
う
な
単
な
る
手
段
価
値
で
も
な
い
。
労
作
は
む
し
ろ
そ
の
中
間
的
価
値
で
あ
る
（
小
西
は
シ
ュ
テ
ル
ン
の
放
射
価
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

が
そ
れ
に
相
当
す
る
と
述
べ
て
い
る
）
。
そ
の
よ
う
な
価
値
と
し
て
、
労
作
は
人
格
の
構
成
発
展
と
い
う
全
体
に
関
係
し
て
初
め
て
意
味

を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
（
四
）
労
作
を
一
学
科
と
し
て
教
授
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
職
業
教
育
と
な
り
得
る
。
し
か
し
職
業
教
育
は
同
時
に
、
そ
れ

以
上
に
人
格
全
体
の
教
育
と
し
て
真
の
人
間
教
育
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
労
作
教
育
を
職
業
教
育
に
局
限
す
る
の
は
無
限
に
豊
富
に
な

り
得
る
児
童
の
人
間
性
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
五
）
労
作
は
ま
た
、
こ
れ
を
教
育
上
の
原
理
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
に
は
労
作
的
作
業
に
基
づ
い
て
学
科
の
教
授
、
徳

性
の
酒
養
、
そ
し
て
体
育
な
ど
教
育
上
の
諸
目
的
を
も
達
成
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
教
育
原
理
と
し
て
の
労
作
に
と
っ
て
肝
心
な
点
は
、

や
は
り
自
己
の
発
展
を
労
作
の
完
成
と
と
も
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
元
来
労
作
を
楽
し
む
子
供
の
自
発
性
が
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
真
の
教
育
原
理
と
し
て
の
労
作
は
成
立
し
な
い
。

　
労
作
の
過
程
を
通
じ
て
意
志
、
感
情
、
判
断
、
創
造
、
知
識
、
身
体
な
ど
の
育
成
が
期
待
で
き
る
他
に
、
道
徳
、
芸
術
、
認
識
な
ど
の
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諸
価
値
を
体
験
的
に
自
己
化
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
特
に
労
作
と
徳
性
滴
養
と
の
関
係
は
重
要
で
あ
る
。
勤
労
、
秩
序
、
正
確
、
忍

耐
、
熟
慮
、
断
行
、
自
己
信
頼
、
節
制
な
ど
は
労
作
を
通
じ
て
相
当
に
養
わ
れ
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
協
同
、
寛
容
、
友
愛
な
ど
社
会
的

な
徳
性
の
酒
養
は
労
作
に
よ
っ
て
の
み
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
労
作
団
体
の
生
活
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
点
は
労
作
教
育

上
の
問
題
で
あ
る
。

　
労
作
が
道
徳
、
芸
術
、
認
識
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
宗
教
の
価
値
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
に
関
し
て
、
『
労
作
教
育
』
で
や
や
詳
し
く
論

じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
労
作
と
認
識
、
労
作
と
宗
教
の
問
題
に
つ
い
て
簡
単
に
補
足
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
＞

　
労
作
と
認
識
に
関
し
て
。
①
子
供
の
認
識
は
知
覚
か
ら
発
達
す
る
の
で
は
な
く
、
労
作
の
基
本
で
あ
る
運
動
衝
動
の
所
作
に
よ
り
具
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

的
に
発
展
す
る
。
「
労
作
こ
そ
実
に
自
然
の
言
語
で
あ
る
」
。
②
労
作
に
よ
っ
て
認
識
的
理
解
を
確
実
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
耳
や
目
で

学
ん
だ
こ
と
を
手
に
よ
り
労
作
的
に
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
理
解
に
は
創
造
力
が
予
想
さ
れ
る
が
、
労
作
は
創
造
し
な
が
ら
の
理

解
、
理
解
し
な
が
ら
の
創
造
を
可
能
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
労
作
と
宗
教
に
関
し
て
。
①
宗
教
的
労
作
は
行
と
呼
ば
れ
る
。
宗
教
的
行
な
し
に
は
宗
教
の
体
得
は
不
可
能
で
あ
る
。
種
々
の
祈
り
や

神
仏
へ
の
直
接
の
奉
仕
の
ほ
か
、
汚
物
の
処
理
、
掃
除
な
ど
も
立
派
な
行
で
あ
る
。
②
宗
教
的
敬
慶
は
教
育
の
出
発
点
で
あ
り
道
程
で
あ

り
目
標
で
あ
る
が
、
労
作
教
育
の
帰
す
る
と
こ
ろ
は
こ
の
宗
教
的
聯
弾
の
生
活
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
万
物
は
永
遠
界
の
聖
物
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
労
作
教
育
を
通
し
て
す
べ
て
を
敬
慶
的
に
扱
う
べ
き
こ
と
が
習
得
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
1
小
西
に
よ
れ
ば
、
真
の
教
育
は

宗
教
的
敬
慶
の
教
育
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
、
「
宗
教
的
墨
取
の
教
育
は
、
た
だ
所
謂
狭
い
範
囲
の
宗
教
教

育
の
み
に
よ
り
て
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
実
に
教
育
の
あ
ら
ゆ
る
範
囲
に
お
い
て
、
い
く
ら
も
そ
の
機
会
を
捉
え
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

が
で
き
、
ま
た
捉
え
た
い
も
の
で
あ
る
」
。
（
そ
れ
ゆ
え
小
西
の
言
う
宗
教
と
は
特
定
の
宗
教
で
は
な
く
、
宗
教
一
般
に
通
事
す
る
宗
教
性

の
こ
と
で
あ
る
）
。
宗
教
を
根
底
に
見
る
小
西
の
教
育
論
は
、
小
西
の
人
間
論
（
人
格
論
）
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後

に
触
れ
る
。
③
深
い
宗
教
的
敬
慶
は
家
庭
の
生
活
を
中
心
と
す
る
郷
土
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
。
郷
土
に
関
わ
る
学
科
は
労
作
教
育
を
通

七
七
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七
八

し
て
敬
道
心
の
源
泉
を
掘
り
当
て
る
助
け
と
な
る
か
ら
、
そ
れ
を
独
立
の
一
学
科
と
せ
ず
、
総
合
的
全
体
的
に
取
り
扱
う
と
こ
ろ
に
教
育

的
意
義
が
発
揮
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詑
）

　
（
六
）
「
要
す
る
に
手
や
身
体
の
働
が
精
神
を
支
配
す
る
の
で
は
な
い
。
精
神
の
働
き
こ
そ
手
や
身
体
の
働
を
支
配
す
る
の
で
あ
る
」
。

労
作
は
精
神
一
こ
こ
で
言
う
「
精
神
」
は
『
教
育
の
本
質
観
』
の
「
霊
」
に
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
　
　
の
活
動
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て

い
て
、
労
作
に
お
い
て
精
神
が
自
ら
を
鍛
錬
し
て
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
労
作
は
教
育
の
唯
一
の
原
理
で
は
な
い
。
こ
の
他
に
、

自
己
の
内
面
を
反
省
す
る
教
育
が
な
け
れ
ば
人
格
の
統
一
的
発
展
に
は
繋
が
ら
な
い
。
た
だ
従
来
の
教
育
は
心
身
を
切
り
離
し
て
考
え
て

い
た
た
め
に
、
両
者
の
密
接
な
関
連
に
基
づ
く
教
育
原
理
に
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
一
小
西
は
「
思
惟
の
み
を
偏
重
し
て
労
作
を
軽
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
＞

し
、
児
童
を
し
て
半
ば
窒
息
の
状
態
に
置
く
よ
う
な
」
当
時
の
教
育
の
現
状
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
欠
陥
を
補
う
意
味
で

労
作
は
重
要
な
教
育
原
理
の
一
つ
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
殊
に
子
供
は
思
惟
す
る
よ
り
動
作
的
で
あ
り
、
其
精
神
内
容
や
意
志
を
動

作
と
し
て
表
現
せ
ざ
れ
ば
、
精
神
全
体
が
生
き
生
き
と
し
た
発
達
を
な
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
労
作
は
子
供
の
言
語
で
あ
り
、
文
章
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鍛
）

る
と
さ
へ
言
は
れ
て
居
る
の
で
、
労
作
の
教
育
は
子
供
の
心
身
両
方
を
含
め
て
の
生
活
に
取
り
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
有
し
て
居
る
」
。

　
（
七
）
労
作
が
教
育
の
一
原
理
と
ま
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
、
学
校
教
育
は
労
作
的
に
改
造
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
　
　
こ
れ

よ
り
、
小
西
の
労
作
教
育
論
の
提
唱
は
一
つ
の
教
育
原
理
論
で
あ
る
と
と
も
に
教
育
改
造
論
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
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論
文
「
労
作
教
育
の
問
題
」
に
お
け
る
上
記
の
よ
う
な
小
西
の
労
作
教
育
論
は
、
教
育
の
眼
目
が
人
間
形
成
に
あ
る
以
上
、
そ
の
根
底

に
小
西
独
自
の
人
間
存
在
論
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「
労
作
教
育
の
問
題
」
と
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
5
）

頃
に
書
か
れ
た
「
意
識
と
文
化
と
教
育
」
、
お
よ
び
そ
の
後
に
書
か
れ
た
『
教
育
の
本
質
観
』
に
よ
っ
て
見
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
「
意
識
と
文
化
と
教
育
」
で
小
西
は
人
間
存
在
の
本
質
を
意
識
と
見
て
、
教
育
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

意
識
は
統
一
的
構
造
を
有
し
て
お
り
、
意
識
統
一
は
そ
れ
自
体
で
真
実
性
な
る
価
値
で
あ
る
。
し
か
も
意
識
は
そ
こ
か
ら
絶
え
ず
新
た
な
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目
的
に
向
か
っ
て
活
動
し
、
新
た
な
統
一
し
た
が
っ
て
新
た
な
真
実
性
を
実
現
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
意
識
は
真
実
な
る
統
一
を
拡
充
せ

ん
と
し
て
、
志
向
作
用
に
お
い
て
自
己
分
裂
と
自
己
統
合
の
運
動
を
繰
り
返
す
。
こ
の
志
向
作
用
は
真
実
性
よ
り
流
出
す
る
愛
と
敬
と
一

『
教
育
の
本
質
観
』
で
は
さ
ら
に
信
が
加
え
ら
れ
る
一
に
よ
り
充
た
さ
れ
る
充
実
し
た
志
向
作
用
で
あ
り
、
敬
・
愛
・
信
の
三
相
が
調

和
的
に
作
用
す
る
と
き
、
意
識
の
真
実
性
は
最
も
完
全
な
発
展
実
現
を
成
し
遂
げ
、
普
遍
を
実
現
す
る
。
普
遍
は
真
実
性
的
統
一
の
極
致

で
あ
り
、
純
美
の
世
界
で
あ
り
、
絶
対
の
価
値
で
あ
る
。
教
育
の
根
本
意
義
と
も
い
う
べ
き
「
陶
冶
」
は
全
体
的
向
上
の
生
け
る
働
き
を

人
格
的
に
統
一
し
、
価
値
化
し
て
純
美
の
世
界
を
実
現
せ
ん
と
す
る
生
気
あ
る
体
験
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
「
意
識
と
文
化
と
教
育
」
の
要
旨
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
小
西
が
そ
こ
に
お
い
て
意
識
の
立
場
に
立
っ
て
論
じ
て
い
る
こ

と
、
し
か
も
意
識
を
静
止
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
真
実
な
る
統
一
を
求
め
て
動
的
に
拡
充
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
と
見

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
西
田
幾
多
郎
が
『
善
の
研
究
』
で
展
開
し
た
意
識
論
と
の
近
似
性
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
て
、
上
記
の
論
文
「
意
識
と
文
化
と
教
育
」
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
労
作
教
育
の
問
題
に
関
し
て
『
教
育
の
本
質
観
』
に
よ
っ
て
補
っ
て
お
き
た
い
。

　
『
教
育
の
本
質
観
』
で
は
小
西
は
意
識
の
立
場
か
ら
論
じ
る
こ
と
は
せ
ず
、
人
間
存
在
の
根
底
に
霊
的
作
用
と
生
命
欲
と
の
二
相
を
想

定
し
て
人
間
存
在
を
「
霊
と
肉
と
の
交
渉
」
と
す
る
霊
肉
一
元
論
に
立
つ
。
「
霊
」
は
こ
の
場
合
、
M
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
．
Ω
φ
蓉
、
、
に
倣

っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
小
西
に
よ
れ
ば
霊
の
根
本
特
色
は
統
一
力
で
あ
り
、
絶
対
真
実
界
に
ま
で
深
め
ら
れ
る
ま
で
真
実
の
統
一

を
求
め
る
こ
と
が
「
霊
の
真
実
性
」
で
あ
る
。
霊
の
真
実
性
は
「
敬
・
愛
・
信
」
の
三
相
と
し
て
具
体
的
に
展
開
す
る
（
こ
の
場
合
、
自

己
に
安
住
す
る
信
の
態
度
は
三
相
の
中
の
一
相
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
他
の
二
相
が
十
全
に
作
用
し
得
る
た
め
の
地
盤
と
考
え
ら
れ
て

い
る
）
。
三
相
は
約
言
し
て
「
敬
慶
の
態
度
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
卑
近
な
言
葉
で
言
え
ば
、
「
す
べ
て
を
粗
末
に
し
な
い
態
度
で
あ

（
2
6
）

る
」
。
か
く
し
て
霊
の
真
実
性
と
敬
・
愛
・
信
の
三
相
と
は
、
宗
教
性
を
教
育
の
出
発
点
に
し
て
到
達
点
と
考
え
る
小
西
教
育
学
の
最
重

要
概
念
と
な
る
。

七
九
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八
○

　
と
こ
ろ
で
「
霊
と
肉
と
の
交
渉
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
西
に
よ
れ
ば
、
そ
の
交
渉
に
お

い
て
霊
は
肉
を
指
導
し
純
化
し
価
値
化
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
肉
は
霊
を
活
性
化
す
る
と
言
わ
れ
る
。
（
こ
の
よ
う
に
霊
に
対
す
る
肉
の

積
極
的
意
義
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
の
意
識
論
で
は
隠
れ
て
い
た
労
作
と
の
連
関
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
る
）
。
し
か
し
な
が

ら
霊
と
肉
と
の
そ
う
し
た
交
渉
は
必
ず
し
も
円
滑
に
は
進
ま
ず
、
却
っ
て
葛
藤
の
う
ち
に
あ
る
。
葛
藤
対
立
は
し
か
し
そ
れ
を
超
え
て
包

む
さ
ら
に
大
な
る
統
一
力
を
予
兆
で
あ
る
。
こ
の
一
大
統
一
力
は
宗
教
の
言
葉
で
言
え
ば
神
や
佛
で
あ
る
。
「
神
や
佛
は
そ
れ
自
身
絶
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

心
で
あ
り
、
絶
対
真
実
で
あ
っ
て
、
常
に
霊
を
刺
激
し
て
真
実
的
の
統
一
に
努
力
せ
し
む
る
無
限
の
活
動
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
肉
と
の
葛
藤
対
立
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
霊
の
統
一
力
は
真
実
性
の
完
成
を
求
め
て
運
動
す
る
の
で
あ
る
。
教
育
と
は
霊
の
こ
の

陶
冶
性
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
霊
の
自
己
陶
冶
性
が
肉
の
陶
冶
と
連
関
し
て
い
る
以
上
、
教
育
は
内
面
的
修
練
と
と
も
に
肉
体
的

修
練
（
労
作
）
の
教
育
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
正
確
に
言
え
ば
、
内
面
的
修
練
が
労
作
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、
労
作
は
内
面
的
修
練
に
よ

っ
て
目
的
を
達
成
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
内
面
的
修
練
と
労
作
と
の
相
互
媒
介
的
な
教
育
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
小
西
は
労
作
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
、
労
作
と
は
「
霊
肉
交
渉
の
場
合
に
お
い
て
、
筋
肉
を
通
し
て
霊
の
作
用
及
び
こ
れ
に
伴
う
心
的
作
用
が
表
現
さ
れ
、
修
練

　
　
　
　
　
　
　
（
路
）

さ
れ
、
鍛
錬
さ
れ
る
姿
」
で
あ
る
と
。
小
西
が
労
作
教
育
を
言
う
所
以
で
あ
る
。

　
『
教
育
の
本
質
観
』
で
展
開
さ
れ
た
以
上
の
よ
う
な
所
論
は
、
先
の
「
意
識
と
文
化
と
教
育
」
で
の
い
わ
ば
意
識
の
人
間
論
を
霊
肉
の

人
間
学
へ
転
換
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
教
育
に
お
け
る
労
作
の
意
義
を
明
確
に
し
得
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
は

あ
る
が
、
霊
肉
の
人
間
学
を
下
敷
き
に
し
て
小
西
の
意
識
論
を
読
み
か
え
て
み
れ
ば
、
す
な
わ
ち
「
霊
の
統
一
力
」
を
「
意
識
の
統
一

力
」
に
読
み
か
え
る
と
、
前
に
も
少
し
触
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
意
外
に
も
西
田
の
意
識
論
と
の
親
近
性
が
見
え
て
く
る
の
で

あ
る
。
い
ま
主
た
る
点
を
挙
げ
て
み
る
と
、
①
人
間
存
在
を
意
識
中
心
に
考
え
、
意
識
の
統
一
性
に
真
実
（
真
理
）
を
見
て
い
る
点
、
②

意
識
統
一
は
最
大
最
深
の
統
一
を
目
ざ
し
て
絶
え
ず
発
展
し
て
い
る
こ
と
、
③
真
に
全
体
的
な
統
一
力
は
宗
教
学
的
に
は
一
応
神
と
呼
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

こ
と
が
で
き
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
そ
う
し
た
統
一
力
は
「
自
分
自
ら
は
対
象
と
な
ら
な
い
」
純
粋
な
作
用
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
同
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（
3
0
）

じ
こ
と
で
あ
る
が
「
霊
的
自
我
自
身
は
常
に
観
る
も
の
で
あ
っ
て
観
ら
る
る
も
の
で
は
な
い
」
「
霊
が
霊
を
直
感
す
る
の
で
あ
る
」
と
言

わ
れ
て
い
る
こ
と
、
等
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
小
論
は
、
小
西
が
西
田
の
純
粋
経
験
の
哲
学
を
踏
襲
し
て
い
る

な
ど
と
主
張
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
小
論
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
労
作
教
育
の
優
れ
た
実
践
家
で
あ
っ
た
片
岡
仁
志
は
そ
の
理

論
面
に
関
し
て
小
西
の
教
育
哲
学
に
大
い
に
共
鳴
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
小
西
の
教
育
論
の
根
本

精
神
が
、
片
岡
の
考
え
を
哲
学
的
に
代
弁
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
信
奉
も
し
た
、
当
時
の
西
田
の
哲
学
の
根
本
精
神
に
も
近
し
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
も
し
も
労
作
教
育
論
を
め
ぐ
っ
て
片
岡
・
小
西
・
西
田
の
間
に
そ
う
い
う
筋
の
読
み
と
り
が
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
西
田
の
哲
学

に
い
っ
そ
う
近
い
立
場
に
あ
っ
た
片
岡
か
ら
見
て
も
、
小
西
の
労
作
教
育
論
に
は
な
お
尽
く
さ
れ
る
べ
き
点
が
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
か
。
聖
節
で
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
で
き
れ
ば
西
田
哲
学
と
労
作
問
題
と
の
連
関
に
つ
い
て
も
見
通
し

を
つ
け
て
み
た
い
。

三
　
労
作
の
根
源
と
し
て
の
無
的
作
用
一
西
田
幾
多
郎

　
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
小
西
の
労
作
教
育
論
に
お
け
る
労
作
の
根
拠
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
労
作
が
教
育
上
に
根
拠

を
有
す
る
と
言
い
得
る
た
め
に
は
、
教
育
が
人
間
存
在
の
陶
冶
で
あ
る
以
上
、
人
間
存
在
の
内
に
そ
の
根
拠
を
持
つ
の
で
な
け
れ
ば
決
し

て
十
全
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
小
西
に
よ
れ
ば
、
労
作
の
「
労
」
は
「
骨
折
り
」
、
「
作
」
は
「
創
作
」
の
意
味
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
「
骨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

折
っ
て
自
分
の
力
を
加
え
て
創
造
す
る
、
創
作
す
る
、
構
成
す
る
」
こ
と
で
あ
る
が
、
で
は
人
間
存
在
に
お
け
る
「
作
」
－
小
論
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
ら

い
て
「
作
」
は
「
制
作
」
の
意
味
す
な
わ
ち
「
作
る
」
の
意
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
根
本
的
な
「
作
用
」
の
意
味
す
な
わ
ち
「
亡
く
」
の
意

味
に
理
解
し
た
い
一
の
根
拠
を
小
西
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
小
西
は
子
供
の
自
発
的
な
楽
し
ん
で
や
る
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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由
遊
戯
に
注
目
し
て
、
労
作
教
育
の
有
意
義
性
を
説
く
。
し
か
し
、
子
供
は
な
ぜ
楽
し
ん
で
自
由
な
遊
戯
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ

に
人
間
存
在
に
本
来
具
わ
る
「
作
」
の
契
機
が
見
い
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
小
西
に
お
い
て
、
人
間
存
在
は
意
識
統
一
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
ら

よ
り
霊
の
真
実
性
を
追
求
し
て
発
展
す
る
。
最
大
最
深
の
統
一
一
真
実
そ
の
も
の
一
を
目
ざ
す
こ
の
動
的
な
「
作
き
」
は
、
そ
れ
自

体
「
観
る
も
の
で
あ
っ
て
観
ら
る
る
も
の
で
は
な
い
」
純
粋
作
用
で
あ
る
。
こ
の
純
粋
作
用
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
用
に

は
↓
応
作
用
の
主
体
が
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
純
粋
作
用
の
主
体
は
如
何
な
る
性
格
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
か
。
純
粋
作
用
の
主
体
は
純
粋
作
用
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
外
に
別
に
そ
の
主
体
を
考
え
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
従
っ
て

純
粋
作
用
の
主
体
は
「
無
」
で
あ
る
と
い
う
他
は
な
い
。
実
際
に
は
、
小
西
の
所
論
は
こ
の
無
の
哲
学
に
限
り
な
く
接
近
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
小
西
は
霊
の
真
実
性
の
三
相
と
考
え
ら
れ
た
敬
・
愛
・
信
の
関
係
を
述
べ
て
、
「
自
己
を
其
の

侭
に
投
げ
出
し
て
居
る
姿
」
す
な
わ
ち
「
自
己
投
出
」
の
安
住
的
な
信
の
態
度
が
あ
っ
て
、
初
め
て
敬
的
自
己
分
離
も
愛
的
自
己
結
合
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

十
分
に
そ
の
作
用
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
。
自
己
投
出
と
い
う
作
き
は
自
己
の
無
の
重
き
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
小
西
は
自
ら
の
思
想
を
無
の
深
み
ま
で
も
う
一
歩
進
め
て
、
そ
の
根
源
か
ら
労
作
教
育
論
を
展
開
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
（
し
か
し
、
無
が
体
験
の
事
柄
で
あ
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
小
西
が
あ
え
て
そ
こ
ま
で
議
論
を
進
め
る
こ
と
を
し
な
か
っ

た
の
は
、
却
っ
て
小
西
の
学
者
と
し
て
の
誠
実
性
を
表
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
）
。

　
人
間
存
在
の
熱
き
を
最
初
か
ら
無
の
根
源
か
ら
見
て
い
た
の
は
西
田
幾
多
郎
で
あ
る
。
『
善
の
研
究
』
で
西
田
は
純
粋
経
験
（
ま
た
は

直
接
経
験
）
の
哲
学
を
展
開
す
る
が
、
純
粋
経
験
と
は
未
だ
主
客
に
分
か
れ
な
い
、
従
っ
て
無
の
意
識
の
作
き
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
意

識
現
象
で
あ
る
。
こ
の
意
識
現
象
す
な
わ
ち
直
接
経
験
に
お
い
て
実
在
、
善
、
宗
教
な
ど
、
す
べ
て
が
成
立
す
る
と
い
う
の
が
『
善
の
研

究
』
の
立
場
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
意
識
に
つ
い
て
、
意
識
は
一
体
系
を
な
し
て
い
て
「
統
一
的
或
者
が
秩
序
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

に
分
化
発
展
し
、
そ
の
全
体
を
実
現
す
る
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
特
に
「
統
一
的
或
者
」
の
「
分
化
発
展
」
で
あ
る
意
識

の
活
動
性
に
つ
い
て
の
言
及
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
（
分
化
発
展
す
る
意
識
活
動
を
実
在
に
即
し
て
見
る
と
き
、
実
在
は
「
単
に
独
立
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（
里
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
錫
）

自
全
の
純
活
動
」
、
ま
た
「
活
動
そ
の
者
が
実
在
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
真
実
在
の
自
家
発
展
と
し
て
そ
の
不
息
の
活
動
と
見

ら
れ
る
）
。
意
識
現
象
と
し
て
見
る
と
き
、
実
在
は
意
識
活
動
そ
の
も
の
で
あ
り
、
意
識
活
動
は
統
一
的
或
逸
す
な
わ
ち
或
る
…
な
る
も

の
の
臭
き
と
し
て
統
一
作
用
（
統
一
力
）
そ
の
も
の
で
あ
る
　
　
こ
こ
に
純
粋
経
験
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
統
一
的
或
者
と
統

一
力
と
は
別
で
は
な
い
。
で
は
こ
の
統
一
力
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
意
識
活
動
に
つ
い
て
、
例
え
ば
「
主
客
の
対
立

、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
（
3
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

な
き
、
知
情
意
の
分
離
な
き
」
純
活
動
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
無
き
も
の
の
細
き
、
簡
単
に
無
の
作
用
と
い
う
他
な
い
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

う
。
西
田
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
「
或
無
意
識
統
一
力
」
、
す
な
わ
ち
「
有
」
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
「
無
」
で
は
な
い
、
「
或
種
の
無
」

（
つ
ま
り
「
絶
対
無
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
よ
う
な
種
の
無
）
の
心
の
統
一
作
用
と
述
べ
て
い
る
。
（
無
の
作
用
と
言
う
と
言
葉
の
上
で
矛
盾

す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
無
心
の
時
に
何
も
し
て
い
な
い
の
で
は
な
く
、
内
面
的
に
し
ろ
外
面
的
に
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
時
に

却
っ
て
最
も
よ
く
作
い
て
い
る
の
で
あ
る
）
。

　
以
上
の
よ
う
な
西
田
の
純
粋
経
験
の
哲
学
か
ら
す
れ
ば
、
真
の
人
間
存
在
は
最
大
最
深
の
統
一
（
真
実
在
そ
の
も
の
、
真
理
そ
の
も

の
）
を
目
ざ
す
不
急
の
無
的
活
動
作
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
作
用
と
し
て
、
「
作
き
」
は
人
間
存
在
に

本
心
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
上
来
問
題
に
し
て
き
た
労
作
の
根
源
と
と
も
に
、
労
作
教
育
の
根
拠
も
ま
た
明
ら
か
に
な
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
存
在
は
本
来
純
粋
に
活
動
的
な
存
在
に
根
ざ
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
真
に
自
由
な
活
動
を
悦
び
、
こ

の
こ
と
は
ま
た
人
間
存
在
の
真
実
（
在
）
性
を
陶
冶
す
る
こ
と
で
も
あ
る
が
ゆ
え
に
、
労
作
は
人
間
存
在
の
教
育
に
と
っ
て
根
本
的
意
義

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
。

　
小
論
が
最
初
に
意
図
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
不
十
分
な
が
ら
以
上
に
よ
っ
て
一
応
述
べ
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
片
岡
仁
志
の

労
作
教
育
の
実
践
に
端
を
発
し
た
京
都
哲
学
に
お
け
る
労
作
教
育
の
問
題
は
、
そ
の
こ
と
を
探
求
し
な
が
ら
、
小
論
に
お
い
て
最
後
に
西

田
幾
多
郎
の
無
の
哲
学
に
ま
で
到
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
田
哲
学
に
関
し
て
は
労
作
教
育
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す

八
三

240



京都哲学と労作教育

八
四

る
上
で
そ
れ
に
触
れ
た
だ
け
で
、
西
田
哲
学
と
教
育
の
関
係
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
上
何
も
語
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の

こ
と
に
関
連
し
て
以
下
に
簡
単
に
付
記
し
て
お
き
た
い
。

　
実
際
の
と
こ
ろ
を
言
え
ば
、
「
教
育
学
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
小
編
一
編
を
除
い
て
、
西
田
に
は
教
育
問
題
を
正
面
か
ら
論
じ
た
著

作
な
い
し
論
文
の
類
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
小
編
を
通
し
て
教
育
学
に
関
す
る
当
時
の
西
田
の
考
え
方
が
概
観
で
き
る
と
思

う
の
で
、
要
点
を
提
示
し
な
が
ら
重
要
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
社
会
的
・
歴
史
的
な
現
実
の
世
界
か
ら
考
え
よ
う
と
す
る
、
後
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

到
達
し
た
自
ら
の
哲
学
の
立
場
か
ら
、
西
田
は
教
育
学
に
つ
い
て
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

　
ま
ず
最
初
に
、
教
育
は
現
実
の
人
間
を
形
成
す
る
一
種
の
形
成
作
用
で
あ
る
こ
と
、
か
か
る
形
成
作
用
は
単
な
る
主
観
的
作
用
で
は
な

く
、
客
観
的
な
も
の
を
し
て
自
己
自
身
を
現
し
め
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
そ
の
作
用
は
「
死
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
る
」
真
の

人
格
に
よ
っ
て
初
め
て
遂
行
可
能
と
な
る
こ
と
、
要
約
し
て
言
え
ば
、
教
育
は
主
客
合
一
の
創
造
作
用
で
あ
る
こ
と
、
を
述
べ
て
お
い

て
、
そ
こ
か
ら
現
実
世
界
の
立
場
か
ら
以
下
の
よ
う
に
続
け
る
。
①
現
実
の
世
界
は
社
会
的
・
歴
史
的
世
界
で
あ
り
、
我
々
の
存
在
は
そ

う
し
た
社
会
的
・
歴
史
的
世
界
に
一
要
素
で
あ
る
。
教
育
的
形
成
作
用
も
社
会
的
・
歴
史
的
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
教
育
は
具
体
的
な
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
す

史
人
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
「
天
地
之
化
育
ヲ
賛
ク
ベ
シ
」
（
『
中
庸
』
）
。
（
西
田
は
歴
史
性
を
無
視
し
て
一
般
論
か
ら

出
発
す
る
、
従
来
か
ら
の
抽
象
的
な
教
育
論
を
こ
と
ご
と
く
批
判
し
て
い
る
）
。
②
教
育
に
は
何
ら
か
の
意
味
で
イ
デ
ー
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
哲
学
な
く
し
て
教
育
は
な
い
。
教
育
的
形
成
作
用
が
社
会
的
・
歴
史
的
世
界
の
こ
と
で
至
る
以
上
、
歴
史
哲

学
が
教
育
学
の
基
礎
と
し
て
重
要
と
な
る
。
（
歴
史
概
念
に
関
し
て
は
西
田
に
特
有
の
理
解
が
あ
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。
西
田
に
お
い

て
歴
史
と
は
「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」
で
あ
り
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
純
粋
経
験
の
事
で
あ
り
主
客
合
一
が
前
提
さ
れ
て
い
る
）
。
そ

し
て
、
個
人
の
自
由
の
問
題
や
行
為
の
問
題
、
職
業
教
育
の
問
題
に
触
れ
な
が
ら
、
西
田
は
最
後
に
、
教
育
も
現
実
の
プ
ラ
ク
シ
ス
か
ら

出
立
す
べ
き
こ
と
、
そ
う
い
う
意
味
で
職
業
教
育
が
教
育
上
重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
と
を
言
っ
て
、
労
作
教
育
に
つ
い
て
こ
れ
が
客
観
的

な
教
育
の
イ
デ
ー
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
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論
旨
か
ら
言
え
ば
、
労
作
教
育
は
確
か
に
「
教
育
学
に
つ
い
て
」
の
中
心
的
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
西
田
が
言
い
た
か
っ
た
こ

と
は
、
最
後
に
言
わ
れ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
教
育
の
中
心
に
は
客
観
的
イ
デ
ー
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
西

田
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
教
育
が
現
実
の
社
会
的
・
歴
史
的
世
界
に
即
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
と
な
る
。
し
か
し
繰
り
返
し
注
意

す
べ
き
こ
と
は
、
西
田
に
お
い
て
歴
史
的
世
界
に
即
す
る
と
い
う
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
客
観
的
な
歴
史
に
即
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て

な
く
、
む
し
ろ
主
客
を
滅
し
た
我
々
の
自
己
に
即
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
西
田
哲
学
で
は
純
粋
経
験
か
ら
出

発
す
る
と
い
う
最
初
の
立
場
は
常
に
保
持
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
後
期
哲
学
で
は
、
純
粋
経
験
の
立
場
で
は
見
え
に
く
か
っ
た
客
観
の
世
界

の
事
柄
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
そ
れ
だ
け
哲
学
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
拡
が
り
、
そ
れ

と
同
時
に
相
応
の
深
み
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
田
哲
学
の
前
期
と
後
期
を
無
が
通
訂
し
て
い
る
。
後
期
の
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
場
所
の
哲
学
と
言
わ
れ
て
も
、
そ
れ
は
絶
対
無
の
場
所
の
哲
学
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
小
論
が
上
で
論
じ
た
よ
う
に
、
場
所
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
釣
）

哲
学
は
無
の
置
く
積
極
論
と
な
っ
て
展
開
す
る
。
（
こ
の
限
り
、
西
田
が
自
己
の
倫
理
説
に
冠
し
た
活
動
落
窪
①
お
Φ
酔
♂
含
の
名
は
そ
の

哲
学
全
体
を
特
色
づ
け
る
名
称
で
あ
る
と
も
言
い
得
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
そ
の
活
動
は
有
か
ら
の
で
は
な
い
、
無
の
活
動
で
あ
る

か
ら
同
時
に
絶
対
の
静
寂
で
も
あ
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
）
。
「
生
命
」
「
行
為
」
「
表
現
」
「
制
作
」
「
働
く
」
「
作
る
」
「
ポ
イ
エ
ー
シ

ス
」
「
プ
ラ
ク
シ
ス
」
そ
し
て
「
歴
史
」
な
ど
、
後
期
西
田
哲
学
を
代
表
す
る
そ
れ
ら
の
重
要
な
術
語
は
ど
れ
も
書
く
無
の
哲
学
の
当
然

の
所
産
に
外
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
も
し
も
そ
の
哲
学
が
本
格
的
に
教
育
を
論
じ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
「
労
作
」
が
そ
れ
ら
と

並
ぶ
重
要
な
術
語
の
一
つ
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

曾丁注

拙
著
『
自
覚
の
現
象
学
』
行
路
社
、
一
九
九
九
年
。

筆
者
は
最
初
、
そ
れ
を
「
大
地
の
霊
性
的
自
覚
上
の
意
義
」
と
し
て
考
察
し
た
。
上
掲
書
、

三
九
～
四
八
頁
を
参
照
。
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（
3
）

（
4
）

（
5
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

13　12　11　10　9　　　　　8　　7　　　　6
　　　　　　）　　）　　　）　　　　　　　　）　　）　　　　　　　　）

（
1
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

拙
論
「
大
地
・
身
体
・
自
覚
」
、
長
谷
社
地
・
細
谷
昌
志
編
『
宗
教
の
根
源
性
と
現
代
』
第
一
巻
（
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
一
四
二

～
一
四
六
頁
を
参
照
。

『
鈴
木
大
拙
全
集
』
第
八
巻
、
四
六
頁
。

Ω
㊤
。
。
8
昌
切
藁
げ
巴
胃
負
忠
浮
ミ
鴨
免
こ
覇
沁
》
ミ
～
題
譜
貯
ξ
ミ
ミ
餌
μ
り
恥
Q
。
．
パ
ッ
シ
ュ
ラ
ー
ル
『
大
地
と
意
志
と
夢
想
』
（
思
潮
社
、
｝
九

七
二
年
）
二
〇
頁
。

曾
自
σ
q
国
①
屡
。
げ
⑩
話
8
厳
。
却
し
。
恥
σ
。
、
ミ
魯
、
》
さ
帖
譜
旨
ぎ
、
《
目
㊤
蜜
．
ケ
ル
シ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
『
ア
ル
バ
イ
ツ
シ
ュ
ー
レ
』
（
玉
川
大
学
出

版
部
、
一
九
八
三
年
）
八
七
頁
。

「
労
作
」
は
ド
イ
ツ
語
の
・
≧
げ
①
詳
．
の
訳
語
で
あ
る
。
・
≧
げ
①
津
、
．
は
一
般
に
「
労
働
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
教
育
学
的
に
「
労
作
」
と
訳

さ
れ
る
場
合
、
「
労
」
は
「
骨
折
り
」
、
「
作
」
は
「
創
作
」
の
意
味
で
、
従
っ
て
労
作
と
は
「
骨
折
っ
て
自
分
の
力
を
加
え
て
創
造
す

る
、
創
作
す
る
、
構
成
す
る
」
こ
と
で
あ
る
（
小
西
重
直
『
労
作
教
育
』
一
〇
三
頁
）
。

拙
論
「
片
岡
仁
志
－
禅
・
哲
学
・
教
育
」
、
上
田
閑
照
・
北
野
裕
通
・
森
哲
郎
編
『
禅
と
京
都
哲
学
』
（
燈
影
舎
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参

照
。片

岡
仁
志
『
禅
と
教
育
－
片
岡
仁
志
の
世
界
』
（
燈
影
舎
、
平
成
六
年
）
七
九
頁
。

片
岡
仁
志
「
大
地
に
根
ざ
し
た
教
育
」
、
『
上
水
内
教
育
』
第
五
七
号
、
一
九
七
七
年
、
一
五
頁
。
（
漢
字
・
仮
名
使
い
は
本
稿
の
用
法
に

揃
え
た
。
）

前
掲
拙
論
「
片
岡
仁
志
－
禅
・
哲
学
・
教
育
」
を
参
照
。

片
岡
『
禅
と
教
育
－
片
岡
仁
志
の
世
界
』
二
一
頁
。

前
掲
注
（
1
0
）
、
四
〇
↓
～
四
〇
二
頁
。

片
岡
仁
志
「
小
西
重
直
教
授
の
生
涯
と
業
績
」
『
京
都
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
四
号
。

そ
の
よ
う
な
評
価
が
以
下
の
書
に
見
ら
れ
る
。
片
岡
「
小
西
重
直
教
授
の
生
涯
と
業
績
」
、
上
掲
、
三
七
頁
。
加
藤
仁
平
『
小
西
重
直
の

生
涯
と
思
想
』
（
黎
明
書
房
、
昭
和
四
二
年
目
一
四
七
頁
以
ド
。
稲
葉
宏
雄
『
近
代
日
本
の
教
育
学
－
谷
本
富
と
小
西
重
直
の
教
育
思
想
』

（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
四
年
）
二
　
四
頁
。

小
西
重
直
『
教
育
の
本
質
観
』
（
昭
和
五
年
、
玉
川
学
園
出
版
部
）
一
五
七
頁
。
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小
西
重
直
「
労
作
教
育
の
問
題
」
『
哲
学
研
究
』
第
百
六
号
（
京
都
哲
学
会
、
．
九
．
　
五
年
）
八
頁
。

小
西
重
直
『
労
作
教
育
』
（
昭
和
五
年
、
玉
川
学
園
出
版
部
）
…
四
．
頁
。

小
西
「
労
作
教
育
の
問
題
」
一
二
頁
。

小
西
『
労
作
教
育
』
一
六
〇
頁
以
下
。

ユ
則
掲
“
汗
　
（
B
）
、
　
一
⊥
ハ
一
頁
。

前
掲
注
（
1
8
）
、
二
一
六
頁
以
下
。

前
掲
注
（
1
8
）
、
八
三
頁
。

小
西
「
労
作
教
育
の
問
題
」
一
八
頁
。

小
西
『
労
作
教
育
』
一
七
二
頁
。

小
西
「
労
作
教
育
の
問
題
」
一
九
頁
。

小
西
重
直
「
意
識
と
文
化
と
教
育
」
『
教
育
問
題
研
究
』
第
六
一
号
、
教
育
問
題
研
究
会
、
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
四
月
、
七
｝
～

七
四
頁
。

小
西
『
教
育
の
本
質
観
』
六
〇
頁
。

前
掲
注
（
2
6
）
、
七
四
頁
。

前
掲
注
（
2
6
）
、
一
五
七
頁
。

前
掲
注
（
2
6
V
、
五
二
頁
。

前
掲
注
（
2
6
）
、
五
二
頁
。

前
掲
注
（
5
）
を
参
照
。

小
西
『
教
育
の
本
質
観
』
五
八
～
五
九
頁
。

西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
（
岩
波
文
庫
版
）
一
八
頁
。

前
掲
注
（
3
3
）
、
七
三
頁
。

前
掲
注
（
3
3
）
、
八
九
頁
。

前
掲
注
（
3
3
）
、
七
三
頁
参
照
。
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39　38　37

前
掲
注
（
3
6
）
、
一
七
頁
。

西
田
幾
多
郎
『
続
思
索
と
体
験
』

『
善
の
研
究
』
　
↓
七
八
頁
。

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
二
巻
、
八
五
頁
～
一
〇
一
頁
。

235

京都哲学と労作教育


