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竹
内
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
専
門
は
倫
理
学
と
い
う
学
問
で
あ
り
ま
し

て
、「
倫
理
学
っ
て
何
を
す
る
学
問
な
の
か
」
と
よ
く
聞
か
れ
ま
す
。
簡
単

に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
人
は
よ
り
よ
く
生
き
た
い
、
よ
り
よ
く
あ
り
た
い
と

思
う
、
そ
の
と
き
の
「
よ
さ
」
と
は
何
か
、
そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
学
問

だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
日
は
そ
う
し
た
倫
理
学
の
立
場
か
ら
、
現

代
の
女
子
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

文
明
と
文
化

人
は
「
文
明
」
と
同
時
に
「
文
化
」
を
生
き
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
「
文
明
」
と
い
う
の
はcivilization

の
翻
訳
語
で
あ
り
ま

し
て
、
人
為
と
し
て
のcivil

、
市
民
が
、
自
然
状
態
あ
る
い
は
野
蛮
状
態
を

制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
す
。
ま
た
「
文
化
」
と
い
う
の

はculture

と
い
う
語
の
翻
訳
語
で
し
て
、
そ
の
と
き
、
そ
の
場
に
お
い
て
、

耕
さ
れ
（cultivate

）、
収
穫
さ
れ
、
蓄
積
さ
れ
て
き
た
も
の
を
、
我
々
は

た
い
と
思
い
ま
す
。

文
明
・
文
化
の
特
徴

「
文
明
」
と
い
う
の
は
、
エ
ジ
プ
ト
文
明
と
か
、
あ
る
い
は
中
国
文
明
と

い
う
よ
う
な
言
い
方
も
あ
り
ま
す
が
、
い
ま
特
に
「
文
明
」
と
い
う
言
い
方

で
我
々
が
指
し
て
い
る
の
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
普

遍
性universe

―uni

と
い
う
の
は
「
ひ
と
つ
」、verse

と
い
う
の
は
「
回

す
」
と
い
う
こ
と
で
す

―
、
ひ
と
つ
の
価
値
、
ひ
と
つ
の
標
準
で
す
べ
て
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た
け
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ち
・
せ
い
い
ち
／
東
京
大
学
名
誉
教
授

「
文
化
」
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。「
文

化
」「
文
明
」
と
い
っ
て
も
、
い
ま
我
々

は
そ
ん
な
に
そ
の
違
い
を
意
識
し
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
日
は
そ
れ

を
あ
え
て
分
け
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

見
え
て
く
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
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あ
て
は
め
て
い
こ
う
と
す
る
、
つ
ま
り
、
他
の
多
様
な
文
化
を
そ
の
ひ
と
つ

の
形
態
に
均な

ら

そ
う
と
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
近
代
化
、
あ
る

い
は
昨
今
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
こ
れ
も
す
べ
て
そ
う
し
た
文
明
化
の
持
っ
て

い
る
働
き
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
「
文
化
」
と
い
う
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
、
あ
る
い
は
近
代

化
の
波
に
抗
し
て
、
そ
う
い
う
普
遍
性
、
あ
る
い
は
均
質
性
に
飲
み
こ
ま
れ

ま
い
と
し
て
い
る
、
共
同
体
の
閉
鎖
性
に
閉
じ
こ
も
り
や
す
い
と
い
う
傾
向

を
持
っ
て
い
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
開
国
以
来
、
日
本
は
、
そ
う
し
た
西

洋
化
と
い
う
名
前
の
近
代
化
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
化
、
ア
メ
リ
カ
ン
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
化
と
い
う
名
前
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
積
極
的
に
推
し
進
め
な
が
ら
、

そ
れ
と
同
時
に
、
日
本
文
化
と
い
う
も
の
を
そ
こ
に
共
存
さ
せ
、
重
層
さ
せ

よ
う
と
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法

そ
の
文
脈
で
あ
ら
た
め
て
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
と
い
う
も
の
を
考

え
て
み
た
い
、
そ
の
流
れ
の
中
で
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
と
い
う
も
の

が
ど
う
い
う
ふ
う
に
見
え
て
く
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
基
本
法
は
、「
男
女
が
、
社
会
の
対
等
な
構
成
員
と
し
て
、
自
ら
の

意
思
に
よ
っ
て
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
活
動
に
参
画
す
る
機
会
が

確
保
さ
れ
、
も
っ
て
男
女
が
均
等
に
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化

的
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
共
に
責
任
を
担
う
べ
き
社
会
」

の
実
現
を
目
指
す
法
律
で
す
。
こ
れ
は
一
九
九
九
年
当
時
の
内
閣
に
お
い
て
、

「
二
十
一
世
紀
我
が
国
社
会
を
決
定
す
る
最
重
要
課
題
」
と
い
う
こ
と
で
成

立
し
た
も
の
で
す
が
、
少
し
そ
の
前
の
流
れ
を
見
て
み
ま
す
と
、
一
九
八
五

年
の
国
連
「
女
子
差
別
撤
廃
条
約
」
の
批
准
や
、
あ
る
い
は
一
九
九
五
年
の

第
四
回
北
京
世
界
女
性
会
議
と
そ
の
成
果
、
そ
う
し
た
も
の
を
受
け
な
が
ら

成
立
し
て
き
ま
し
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
文
明
化
、
近
代
化
と
し

て
の
施
策
で
す
。
同
時
に
そ
こ
に
は
「
男
性
の
ほ
う
が
優
遇
さ
れ
て
い
る
」

と
感
じ
て
い
る
人
の
割
合
が
七
割
を
超
し
て
い
る
と
い
う
現
状
認
識
も
あ
っ

た
の
で
し
て
、
そ
の
よ
う
な
認
識
も
あ
っ
て
こ
の
基
本
法
は
こ
の
年
に
こ
う

い
う
位
置
づ
け
で
成
立
し
、
そ
し
て
現
在
に
至
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
わ
け

で
す
。

「
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
」
の
解
釈

し
か
し
こ
れ
は
理
念
の
法
と
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
具
体
的

に
こ
れ
を
実
現
し
て
い
く
に
際
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て

き
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
そ
こ
で
は
、「
文
化
」
と
の
か
か
わ
り
が
問
題
に

さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
前
文
に
、「
男
女
が
、
互
い

に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
つ
つ
責
任
も
分
か
ち
合
い
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
、

そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
男
女
共
同
参
画
社
会
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の
実
現
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
特
に
、「
性
別
に
か
か

わ
り
な
く
」
の
あ
た
り
の
解
釈
の
仕
方
が
問
題
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

基
本
趣
旨
と
し
て
は
、
男
だ
か
ら
こ
う
す
べ
き
だ
と
か
、
女
だ
か
ら
こ
う

す
る
の
が
当
た
り
前
だ
と
い
う
よ
う
な
古
典
的
な
性
別
観
念
と
い
う
も
の
を

取
り
去
っ
て
、
男
女
に
か
か
わ
り
な
く
平
等
に
、
そ
れ
ぞ
れ
自
由
に
、
自
分

の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
な
社
会
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
し
て
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
が
、
た
だ
、
当
初

こ
の
「
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
」
と
い
う
箇
所
が
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
」

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
説
明
さ
れ
た
こ
と
で
少
し
問
題
が
お
こ
り
ま
し
た
。

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
」
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
の
は
、「
セ
ッ
ク
ス
」

と
い
う
生
物
学
的
な
男
と
女
の
性
別
と
は
違
い
、
社
会
的
文
化
的
に
作
ら
れ

た
性
別
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
そ
う
し
た
作
ら
れ
た
男
ら
し
さ
女
ら
し
さ
と

い
う
こ
と
、
そ
う
い
う
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
か
ら
「
自
由
に
」、
と
い
う
意
味

で
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
」
が
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
こ
う
し
た
言

葉
を
使
い
な
が
ら
、
や
が
て
は
そ
れ
が
男
ら
し
さ
・
女
ら
し
さ
そ
れ
自
体
を

否
定
す
る
、
あ
る
い
は
男
と
女
の
区
別
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
こ
う
と
い

う
方
向
に
進
ん
で
い
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、「
子
育
て
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
で
」
と
い
う
よ
う
な
言
い

方
で
、
古
典
的
な
男
ら
し
さ
を
教
え
る
と
か
、
女
ら
し
さ
を
押
し
つ
け
る
と

か
、
そ
う
い
う
教
育
を
し
て
い
ま
せ
ん
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
い
か
け
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
が
作
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。
女
の
赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
れ
ば

ピ
ン
ク
の
産
着
で
、
男
の
赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
れ
ば
水
色
で
、
女
の
子
に
は

優
し
い
と
か
愛
嬌
が
あ
る
と
か
、
男
の
子
に
は
た
く
ま
し
い
と
か
強
く
と

か
、
そ
う
い
う
か
た
ち
で
の
決
ま
り
き
っ
た
ほ
め
方
や
祝
い
方
を
し
て
い
ま

せ
ん
か
、
と
い
う
よ
う
な
内
容
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
が
国
会
で
問

題
に
な
っ
て
、「
そ
れ
は
い
き
す
ぎ
で
は
な
い
か
」
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
も
う
一
歩
進
め
れ
ば
、
女
の
子
の

ひ
な
祭
り
と
か
、
男
の
子
の
鯉
の
ぼ
り
と
か
、
当
然
そ
れ
ら
に
も
疑
問
符
が

付
け
ら
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
、
や
は
り
そ
れ
は
い
き
す
ぎ
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
が
内
閣
府
の
男
女
共
同
参
画
局
で
も
考
え
ら
れ
、「「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ

リ
ー
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
、
性
差
を
否
定
し
た
り
、
男
ら
し
さ
、
女

ら
し
さ
や
男
女
の
区
別
を
な
く
し
て
人
間
の
中
性
化
を
目
指
す
こ
と
、
ま
た
、

家
族
や
ひ
な
祭
り
等
の
伝
統
文
化
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
国
民
が
求
め
る
男

女
共
同
参
画
社
会
と
は
異
な
る
」
と
い
う
通
達
が
出
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
通

達
が
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
自
体
に
、
大
き
な
混
乱
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
ま
す
。
運
動
を
推
し
進
め
る
側
か
ら
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
バ
ッ
ク

ラ
ッ
シ
ュ

―
揺
り
戻
し
、
後
戻
り

―
と
い
う
現
象
で
す
が
、
未
来
に
向

か
っ
て
何
か
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
具
体
的
な
場
面
に
お
い
て
は
必

ず
起
き
て
く
る
試
行
錯
誤
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ

と
を
解
決
し
な
が
ら
、
進
め
る
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
、
こ
う
し
た
取
り
組
み

が
現
実
的
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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「
男
ら
し
い
」「
女
ら
し
い
」
に
つ
い
て

こ
の
「
男
ら
し
い
」「
女
ら
し
い
」
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
先
ほ
ど
申
し

上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
特
に
女
性
に
対
し
て
「
女
の
く
せ
に
」
と
か
「
女
だ

か
ら
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
が
さ
れ
る
と
き
に
、
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る
女

性
差
別
の
発
想
と
い
う
も
の
が
、
共
同
参
画
社
会
で
も
っ
と
も
克
服
す
べ
き

核
心
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
繰
り
返
し
確
認
し
な
が
ら
、

そ
こ
に
あ
る
差
別
を
是
正
し
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
当

た
り
前
の
大
前
提
で
す
。
そ
の
う
え
で
申
し
上
げ
る
の
で
す
が
、
し
か
し
だ

か
ら
と
い
っ
て
、「
男
ら
し
い
」「
女
ら
し
い
」
と
い
う
言
葉
を
な
る
べ
く
使

わ
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
抑
え
て
と
か
と
い
う
や
り
方
は
そ
れ
は
そ
れ
で
大

き
な
問
題
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

「
男
ら
し
い
」「
女
ら
し
い
」
な
ど
と
い
う
言
い
方
を
使
わ
な
く
て
も
、

「
自
分
ら
し
い
」
と
か
「
そ
の
人
ら
し
い
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
人
間
ら
し

い
」
と
い
う
言
い
方
で
い
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
挙
げ
て
お
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
法
律
の
文
言
の
中
に
も
、「
性

別
に
か
か
わ
り
な
く
そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
か
、「
個
人
が
尊
重
さ
れ
る
品
格
の
あ
る
社
会
」
と
か
と
い
っ
た
よ

う
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、「
個
性
」
と
か
「
個
人
の
尊

重
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
一
個
の
人
間
と
し
て
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で

い
い
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
「
人
間
ら
し
い
」、
あ
る
い
は
「
そ
の
人
ら
し

い
」「
自
分
ら
し
い
」
で
い
い
の
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
「
男
ら
し
い
」「
女

ら
し
い
」
な
ど
と
言
う
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
主
張
で
す
。

し
か
し
そ
れ
ら
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
少
し
抽
象
的
な
言
い
方
で
あ
る
よ
う

に
私
は
思
い
ま
す
。
人
は
「
個
性
」
で
、
あ
る
い
は
「
そ
の
人
」
だ
け
で
、

「
人
間
」
だ
け
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
た
と
え

ば
私
は
「
竹
内
整
一
」
と
い
う
個
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
男
で
あ
る
し
、
夫

で
あ
る
し
、
父
親
で
も
あ
る
し
、
先
生
で
も
あ
る
し
、
日
本
人
で
も
あ
る
し
、

そ
の
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
特
殊
と
い
う
も
の
を
介
し
て
、
私
「
個
人
」
に
、

あ
る
い
は
、「
人
間
」
に
な
る
わ
け
で
す
。
む
ろ
ん
、
男
で
あ
る
と
い
う
こ

と
と
か
、
日
本
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
現
実
に
は

簡
単
に
決
め
ら
れ
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う

し
た
こ
と
に
配
慮
は
必
要
で
は
あ
り
ま
す
が
、
人
と
い
う
の
は
、
そ
う
い

う
さ
ま
ざ
ま
な
特
殊
と
い
う
も
の
を
通
し
て
、「
そ
の
人
」、
そ
の
「
個
人
」、

そ
の
「
人
間
」
に
な
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
は
決
し
て
否
定
で
き
な
い
、

大
事
な
観
点
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
き
な
り
「
人
間
」
で
あ
る
こ
と

と
か
「
個
人
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
は
、
一
方
で
は
当
然
の
こ
と

で
は
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
を
切
り
離
し
て
主
張
す
る
の
は
少
し

抽
象
的
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
ら
し
い
」
と
い
う
言
葉
は
も
と
も
と
接
尾
語
で
、
推
量
の
助
動
詞
「
ら

し
」
の
転
で
す
。
何
々
と
い
う
様
子
だ
、
何
々
の
風
だ
、
何
々
に
ふ
さ
わ
し

い
、
そ
う
い
う
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
が
、
普
遍
的
で
固
定
し
た
も
の
の
本
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質
、
そ
し
て
そ
の
性
質
と
し
て
「
ら
し
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
は
な

い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
常
に
、
そ
の
場
、
そ
の
と
き
、
そ
の
共
同
体

に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
や
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
、
そ
れ
を
「
ら

し
い
」
と
い
う
ふ
う
に
認
め
て
い
く
と
い
う
か
た
ち
で
で
き
て
く
る
も
の
で

す
。「
母
親
ら
し
い
」「
先
生
ら
し
い
」「
職
人
ら
し
い
」、
こ
う
い
う
言
葉
に

込
め
ら
れ
て
い
る
大
事
な
何
も
の
か
、
そ
れ
は
同
じ
よ
う
に
「
女
ら
し
い
」

「
男
ら
し
い
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
も
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
あ
え
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
私
は
も
っ
と
「
男
ら
し
さ
」「
女
ら

し
さ
」
と
い
っ
た
も
の
を
際
立
た
せ
て
、
そ
の
両
方
が
う
ま
く
楽
し
く
か
み

あ
う
、
絡
み
あ
う
よ
う
な
社
会
こ
そ
、
望
ま
し
い
男
と
女
の
共
同
参
画
社
会

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
む
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
と
、
現
に
あ
る
女
性

差
別
を
ど
う
取
り
除
く
か
は
、
並
行
し
な
が
ら
取
り
組
ま
れ
続
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
が
。

坂
東
眞
理
子
『
女
性
の
品
格
』

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
坂
東
眞
理
子
さ
ん
の
お
仕
事
に
興
味
を
持
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
ご
本
な
ど
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
坂
東
さ
ん
は
も
と

も
と
内
閣
の
男
女
共
同
参
画
局
局
長
で
、
間
違
い
な
く
男
女
共
同
参
画
社
会

を
推
し
進
め
て
い
る
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
の
お
一
人
で
す
。
現
在
は
昭
和
女
子

大
学
の
学
長
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
坂
東
さ
ん
が
『
女
性
の
品
格
』
と

い
う
三
百
万
部
を
超
え
た
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。

三
百
万
人
、
そ
れ
だ
け
の
人
が
読
ん
だ
と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ
け
の
人
が
求

め
て
い
た
何
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
何
か
が
何
か
、
と
い
う

問
題
で
す
。

坂
東
さ
ん
は
こ
の
ご
本
の
中
で
、
こ
う
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
私
は
女
性
が
社
会
に
進
出
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
は
従
来
の
男
性
と
異
な
る
価
値
観
、
人
間
を
大
切
に
す
る
よ
き
女
ら
し
さ

を
、
社
会
や
職
場
に
持
ち
込
ん
で
ほ
し
い
と
思
う
か
ら
で
す
。
女
性
が
社
会

に
進
出
し
て
も
、「
で
き
る
女
」
を
目
指
し
、
有
能
な
や
り
手
ば
か
り
増
え

る
の
は
さ
び
し
い
こ
と
で
す
。」

女
性
の
社
会
進
出
を
推
進
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
女
性
を
単
に
賃
金
労
働

の
ア
ッ
プ
の
要
因
と
し
て
、
つ
ま
り
家
計
価
値
に
換
算
で
き
る
よ
う
な
労
働

力
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
従
来
の
男
性
と
異
な
る
価
値
観
、
た
と

え
ば
お
金
や
権
力
が
第
一
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
で
は
な
い
、
人
間

を
大
切
に
す
る
と
い
う
よ
き
「
女
ら
し
さ
」
と
い
っ
た
も
の
を
持
っ
て
社
会

や
職
場
に
打
ち
こ
ん
で
ほ
し
い
、
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
よ
き
女
ら
し
さ
」
の
そ
の
「
よ
さ
」
と
は
何
か
、

と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。『
女
性
の
品
格
』
で
坂
東
さ
ん
が
実
際
に
書
い

て
お
ら
れ
る
こ
と
は
、「
マ
ナ
ー
と
品
格
」「
品
格
あ
る
言
葉
と
話
し
方
」

「
品
格
あ
る
装
い
」「
品
格
あ
る
暮
ら
し
」
等
々
と
い
っ
た
よ
う
な
、
よ
り
具

体
的
な
と
こ
ろ
で
の
話
し
方
と
か
振
る
舞
い
方
の
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
そ



下田歌子研究所開所記念シンポジウム「下田歌子と現代女子教育」15

れ
は
も
と
も
と
外
交
官
で
も
あ
っ
た
坂
東
さ
ん
の
、
い
わ
ば
文
明
と
し
て
の

品
位

―
こ
れ
は
坂
東
さ
ん
ご
自
身
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
地
球
レ
ベ
ル
の

女
性
の
品
位
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
す
が

―
、
し
か
し
そ
こ
に

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
日
本
の
女
性
」
と
い
う
「
文
化
と
し
て
の
品
格
」

と
い
う
も
の
が
丁
寧
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
坂
東
さ
ん

が
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
違
う
ご
本
で
坂
東
さ
ん
は
、
礼
儀
正
し
さ
、
忍
耐
心
、
ま
じ
め
さ
、

勤
勉
さ

―
こ
れ
は
震
災
後
に
お
書
き
に
な
っ
て
、
日
本
人
が
外
国
か
ら
注

目
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
な
が
ら
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が

―
、
こ
う
い

う
「
日
本
人
の
美
質
」

―
坂
東
さ
ん
の
ご
著
書
の
タ
イ
ト
ル
で
す

―
と

い
う
も
の
は
、
世
界
に
誇
れ
る
も
の
と
し
て
、
海
外
に
も
発
信
す
べ
き
も
の

で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
も
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

近
代
女
子
教
育
の
先
駆
者
・
下
田
歌
子

明
治
、
大
正
に
か
け
て
活
躍
し
た
女
子
教
育
の
先
覚
者
の
一
人
で
あ
る
下

田
歌
子
の
基
本
姿
勢
に
も
同
質
の
も
の
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
下
田
に
つ
い
て
は
、
こ
の
あ
と
湯
浅
先
生
か
ら
詳
し
く
お
話
が

あ
り
ま
す
し
、
ま
た
今
日
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
伊
藤
さ
ん
に
も
優
れ
た

下
田
歌
子
論
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
も
併
せ
て
お
聞
き
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
私
か
ら
も
必
要
な
限
り
で
紹
介
し
な
が
ら
、
以

上
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
取
り
あ
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

下
田
歌
子
は
幕
末
の
安
政
元
年
に
岐
阜
に
生
ま
れ
、
漢
学
者
で
あ
っ
た
父

に
つ
い
て
十
六
歳
の
と
き
に
上
京
し
、
宮
中
に
出
仕
し
、
皇
后
に
仕
え
て
お

り
ま
す
。
結
婚
し
て
宮
中
を
辞
し
た
後
は
政
府
高
官
の
子
女
を
対
象
と
し
た

学
校
を
自
宅
に
開
き
、
ま
た
現
在
の
学
習
院
女
子
中
・
高
等
学
校
で
あ
る
華

族
女
学
校
を
創
る
と
き
に
は
、
そ
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

明
治
二
十
六
年
か
ら
二
年
間
、
単
身
、
欧
米
各
国
の
女
子
教
育
を
視
察
留
学

し
、
英
国
で
は
そ
の
王
室
の
子
息
が
一
般
校
で
学
ん
で
い
た
り
、
あ
る
い
は

女
子
も
男
子
と
同
じ
よ
う
に
教
育
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
ど
に
衝
撃
を
受

け
て
戻
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
日
本
で
も
あ
ら
ゆ
る
身
分
の
女
性
た
ち

が
教
育
を
受
け
ら
れ
る
環
境
作
り
を
し
て
い
き
、
明
治
三
十
二
年
に
実
践
女

子
学
園
を
創
設
し
て
い
ま
す
。

下
田
歌
子
の
文
明
・
文
化
へ
の
基
本
姿
勢

下
田
の
女
子
教
育
へ
の
情
熱
は
、
今
申
し
上
げ
た
よ
う
な
西
洋
諸
国
の
女

子
教
育
の
現
地
視
察
を
踏
ま
え
た
「
文
明
」
的
な
刺
激
を
も
と
に
し
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
そ
の
基
本
姿
勢
は
、
古
く
か
ら
の
日
本
女
性
の
あ
り
方
を
研

究
し
、
特
に
そ
の
長
所
を
失
わ
な
い
よ
う
に
涵
養
育
成
す
べ
き
だ
と
い
う

「
文
化
」
的
視
点
を
根
本
と
す
る
も
の
で
し
た
。
下
田
は
こ
の
よ
う
に
言
っ

て
い
ま
す
。
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古
よ
り
今
に
至
る
ま
で
の
、
吾
が
日
本
女
性
の
長
所
短
所

―
特
に
長

所
に
注
意
し

―
を
子
細
に
調
査
研
究
し
て
、
そ
し
て
そ
の
長
所
を
失

は
ざ
ら
し
め
、
も
っ
て
新
来
の
外
国
思
想
文
物
の
優
良
な
る
に
混
和
し

補
足
し
、
し
か
も
骨
子
は
吾
が
旧
来
の
善
き
を
採
っ
て
存
立
し
、
皮
膚

に
は
か
の
新
来
の
美
を
加
へ
た
な
ら
ば
、
ね
が
は
く
は
完
全
に
近
き
所

の
女
性
を
得
る
事
が
で
き
る
で
あ
ら
う
と
、
ひ
そ
か
に
予
期
し
て
い
る

次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。（『
日
本
の
女
性
』）

日
本
語
の
「
あ
た
ら
し
い
」
と
い
う
言
葉
に
は
、「
あ
ら
た
」「
あ
ら
た
め

る
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
そ
し
て
現
在
に
至
る
ま
で

の
過
去
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
子
細
に
検
討
す
る
と
い
う
意
味

の
「
あ
ら
た
め
る
」、

―
財
布
を
あ
ら
た
め
る
と
か
、
借
金
帳
を
あ
ら
た

め
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
の
あ
ら
た
め
る
、
で
す

―
そ
う
い
う
あ

ら
た
め
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
、
新
し
い
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
下
田
の
い
と
な
み
は
、
そ
の
意
味
で
、
ま
さ
に
日
本

の
女
性
を
あ
ら
た
め
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
も
、「
吾
が

日
本
女
性
の
長
所
短
所

―
特
に
長
所
に
注
意
し
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

古
く
か
ら
の
日
本
の
女
性
の
特
に
長
所
と
い
う
も
の
に
着
目
す
る
こ
と
、
そ

し
て
そ
れ
を
中
心
に
あ
た
ら
し
い
女
性
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
、
そ
う
い
う

方
針
を
採
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

人
が
本
当
に
よ
く
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
の
い
い
点
、
悪
い
点

を
生
か
し
な
が
ら
、
と
り
わ
け
そ
の
い
い
点
を
伸
ば
す
、
い
わ
ば
「
肯
定
を

肯
定
す
る
」
こ
と
で
す
。
悪
い
点
を
直
す
と
い
う
「
否
定
を
否
定
す
る
」
と

い
う
こ
と
も
大
事
で
す
が
、
何
と
言
っ
て
も
基
本
は
「
肯
定
を
肯
定
す
る
」、

い
い
と
こ
ろ
を
伸
ば
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
下
田
は

そ
う
し
た
こ
と
に
意
識
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

下
田
歌
子
の
男
女
認
識
の
基
点

そ
う
し
た
仕
方
で
見
い
だ
さ
れ
て
き
た
日
本
女
性
の
あ
り
方
の
基
点
に
、

下
田
は
日
本
神
話
『
古
事
記
』
に
基
づ
く
こ
の
よ
う
な
認
識
を
言
っ
て
い
ま

す
。

太
古
、
伊い

ざ

な

ぎ

弉
諾
・
伊い

ざ

な

み

奘
册
の
二
神
あ
り
て
、
此
国
を
開
き
給
へ
り
。
こ

れ
、
我
が
国
初
の
歴
史
上
、
深
く
注
意
す
べ
き
事
な
り
と
す
。
か
の
欧

州
最
古
の
歴
史
に
、
神
、
先
、
ア
ダ
ム
と
い
う
男
子
を
作
り
て
、
後
に
、

イ
ゝ
ブ
と
い
う
女
子
を
造
れ
り
と
あ
る
が
如
く
な
ら
ず
。
我
が
国
は
、

最
初
よ
り
、
伊
弉
諾
・
伊
奘
册
の
男
女
の
二
神
の
開
き
給
ひ
た
る
も
の

な
り
。
こ
れ
、
太
古
に
あ
り
て
は
、
男
女
の
神
も
ろ
心
に
、
い
そ
し
み

給
ひ
た
る
に
ぞ
あ
る
べ
き
。（『
女
子
日
本
歴
史
教
科
書
』）

神
話
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
た
考
え
方
を
も
と
に
、
そ
の
民
族
や
国
民
の
基
本
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発
想
を
探
ろ
う
と
す
る
考
え
方
は
思
想
史
で
は
重
要
な
方
法
論
の
ひ
と
つ
で

す
が
、
下
田
の
方
法
も
こ
れ
に
か
な
っ
て
い
ま
す
。
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
の
聖

書
で
は
、
神
は
ま
ず
ア
ダ
ム
と
い
う
男
を
作
っ
て
、
後
に
そ
の
肋
骨
で
イ
ブ

と
い
う
女
を
作
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て

ひ
と
つ
の
考
え
方
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
西
洋
近
代
文
明
と
い
う
の

は
、
む
し
ろ
こ
れ
を
反
転
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ

と
で
、
そ
れ
自
体
ま
た
興
味
深
い
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
と
も

あ
れ
、
下
田
が
注
目
し
た
『
古
事
記
』
の
記
述
は
、
我
が
国
で
は
最
初
か
ら

男
神
と
女
神
が
も
ろ
心
に

―
気
持
ち
を
ひ
と
つ
に
、
と
い
う
こ
と
で
す
が

―
、
い
そ
し
み
合
っ
て
こ
の
国
を
開
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は

『
古
事
記
』
の
「
国
産
み
神
話
」
の
、
こ
う
い
う
箇
所
を
指
し
て
い
ま
す
。

わ
が
身
は
な
り
な
り
て
成
り
余
れ
る
処
一
処
あ
り
。
故か

れ

こ
の
わ
が
身
の

成
り
余
れ
る
処
を
以
て
、
汝
が
身
の
成
り
合
は
ざ
る
処
を
刺
し
塞
ぎ
て
、

国く

に土
を
生
み
成
さ
ん
と
以お

為も

ふ
。
生
む
こ
と
い
か
ん
。

「
な
り
な
り
て
成
り
余
れ
る
処
」
と
い
う
の
は
男
性
性
の
説
明
、「
な
り
な

り
て
成
り
合
わ
ざ
る
処
」
と
い
う
の
は
女
性
性
の
説
明
で
す
。
そ
し
て
「
わ

が
身
の
成
り
余
れ
る
処
を
以
て
、
汝
が
身
の
成
り
合
は
ざ
る
処
を
刺
し
塞
ぎ

て
」
と
い
う
の
は
生
殖
の
説
明
で
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国
を
生
ん
だ
と

い
う
わ
け
で
す
が
、
つ
ま
り
男
も
女
も
な
り
損
な
い
な
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
、

そ
の
な
り
損
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
同
士
が
一
緒
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
十
全
に
、
よ
り
完
全
に
「
成
る
」。
そ
の
こ
と
が
「
生
む
」
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
男
と
女
と
の
等
根
源
性
、

あ
る
い
は
根
源
的
な
相
補
性
、
つ
ま
り
、
相
手
が
い
な
け
れ
ば
こ
ち
ら
も
完

全
に
な
れ
な
い
、
出
来
損
な
い
の
ま
ま
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
認

識
で
あ
り
ま
す
。

下
田
は
こ
う
い
う
男
女
認
識
の
あ
り
よ
う
を
基
点
に
、
そ
の
後
と
り
わ
け

い
ろ
い
ろ
な
物
語
や
歴
史
や
文
学
、
特
に
『
源
氏
物
語
』
に
女
性
の
あ
り
方

と
い
う
も
の
を
探
り
、
そ
こ
か
ら
、
よ
き
女
の
あ
り
方
、
よ
き
女
ら
し
さ
と

い
っ
た
も
の
を
引
き
出
し
て
こ
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
そ
こ
に
新

来
の
、
外
国
か
ら
来
た
文
明
的
な
よ
さ
と
い
う
も
の
を
採
り
入
れ
て
、
完
全

な
女
性
へ
の
教
育
と
い
う
も
の
を
始
め
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。

そ
の
教
育
論
を
、
近
代
日
本
の
富
国
強
兵
策
に
組
み
こ
ま
れ
た
も
の
だ
、

あ
る
い
は
良
妻
賢
母
な
ど
と
い
う
の
は
、
結
局
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
補
完

制
度
で
し
か
な
か
っ
た
と
の
だ
、
い
う
よ
う
に
、
今
か
ら
の
視
点
で
批
判
す

る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
す
べ
き
と
こ
ろ
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

し
か
し
今
申
し
上
げ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
、
た
と
え
そ
う
い
う
批
判
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
減
ず
る
こ
と
の
な
い
、
新
秩
序
形
成
期
に
お
け

る
新
し
い
観
点
で
の
女
性
観
で
、
そ
れ
は
そ
れ
自
体
あ
ら
た
め
て
お
お
い
に

評
価
さ
れ
る
べ
き
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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場
を
と
と
の
え
、
も
て
な
す
女
の
力
①

こ
う
し
た
下
田
の
女
性
論
は
、「
場
を
と
と
の
え
、
も
て
な
す
女
の
力
」

論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
都
知
事
の
猪
瀬
直
樹
さ
ん
の
功
績
の
ひ

と
つ
は
二
〇
二
〇
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
招
致

活
動
の
中
心
に
あ
っ
た
猪
瀬
さ
ん
の
発
想
は
、
日
本
は
も
て
な
し
の
文
化
だ
、

と
い
う
こ
と
を
メ
イ
ン
に
プ
レ
ゼ
ン
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
し
た
。
猪

瀬
さ
ん
はhospitality

と
い
う
英
語
を
使
っ
て
い
ま
し
た
が
、
滝
川
ク
リ
ス

テ
ル
さ
ん
が
「
お
・
も
・
て
・
な
・
し
」
と
言
っ
た
、
あ
れ
で
す
ね
。
非
常

に
斬
新
な
日
本
文
化
論
と
い
う
こ
と
で
注
目
さ
れ
た
、
ま
た
そ
れ
の
作
戦
が

当
た
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

「
も
て
な
す
」
と
い
う
言
葉
は
、
モ
テ
、
と
い
う
の
は
接
頭
語
で
、
相
手

の
状
態
を
そ
の
ま
ま
大
切
に
保
ち
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
意
識
的
に
働
き

か
け
て
処
置
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
語
義
と
し
て
は
、「
と
り
な
す
」「
処

置
す
る
」
と
か
、「
取
り
扱
う
」「
待
遇
す
る
」「
歓
待
す
る
」「
ご
馳
走
す

る
」「
面
倒
を
み
る
」「
世
話
を
す
る
」、
ま
だ
ほ
か
に
も
実
に
さ
ま
ざ
ま
な

意
味
を
持
つ
言
葉
で
、
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
多
彩
な
事
柄
を
含
む
い
と
な
み
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
お
い
て
、
そ
の
場

を
と
と
の
え
、
と
り
な
し
、
ま
と
め
て
い
く
と
い
う
、
い
わ
ば
総
合
的
な
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
と
り
わ
け
お
客
さ
ま

―
そ
れ

は
普
通
の
来
客
を
含
め
、
神
や
仏
も
お
客
さ
ま
、
あ
る
い
は
死
者
も
お
客
さ

ま
で
す
が

―
を
も
て
な
す
、
そ
う
い
う
大
事
な
い
と
な
み
と
し
て
考
え
ら

れ
る
こ
と
で
す
。

そ
し
て
こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
そ
う
い
う
も
て
な
す
と
い
う
い
と
な
み

は
、
特
に
女
性
、
主
婦
の
仕
事
、
あ
る
い
は
特
権
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
昔
の
家
庭
は
生
産
の
場
で
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
う
し
た
主
婦
権
、
主
婦
の
権
利
と
い
う
の
は
、
家
父
長
権
の
対
に
な

る
も
の
で
し
て
、
祭
祀
、
食
べ
物
や
衣
服
な
ど
の
調
達
や
世
話
・
分
配
、
あ

る
い
は
経
済
的
な
き
り
も
り
、
ま
た
特
に
酒
の
管
理
・
提
供
が
そ
の
中
身
で

し
た
。
刀と

じ自
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
酒
を
造
る
杜
氏
（
と
じ
、
と
う
じ
）

と
重
な
る
言
葉
で
す
が
、
そ
う
い
う
酒
や
火
や
、
あ
る
い
は
水
を
管
理
す
る

者
と
い
う
意
味
で
す
。
女お

か
み将

と
い
う
言
い
方
も
そ
う
で
す
が
、
そ
う
し
た
生

産
の
場
を
兼
ね
た
家
庭
の
全
体
を
と
と
の
え
、
も
て
な
す
中
心
の
存
在
の
こ

と
で
す
。
そ
れ
は
単
に
そ
の
力
や
お
金
や
知
識
、
あ
る
い
は
決
ま
り
だ
け
で

な
し
得
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
な

と
こ
ろ
で
の
気
配
り
と
か
、
あ
る
い
は
調
整
と
か
処
置
と
か
、
そ
う
し
た
も

の
を
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
は
見
方
に
よ
っ
て
は
、
家
父
長
な
ど
と
い
う
の
は
ひ
と
つ
の
お
飾

り
に
す
ぎ
な
い
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
す
。
私
自
身
、
い
ろ
い
ろ

な
法
事
と
か
お
ま
つ
り
ご
と
な
ど
で
の
こ
と
を
思
い
返
し
て
み
ま
す
と
、
た

し
か
に
男
性
で
あ
る
私
が
事
務
的
な
段
取
り
と
か
決
ま
り
の
挨
拶
な
ど
を
し

ま
し
て
、
場
を
仕
切
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
実
際
に
は
具
体
的
に
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場
を
設
営
し
て
、
食
べ
物
は
何
を
作
り
、
ど
う
出
す
か
と
か
、
酒
は
ど
う
す

る
か
と
か
、
そ
う
い
う
具
体
的
な
運
営
と
い
う
の
は
、
み
な
妻
や
姉
た
ち
が

や
っ
て
く
れ
て
い
る
。
長
野
県
で
は
「
お
ん
な
し
ょ
」
と
い
う
言
葉
を
使
う

の
で
す
が
、「
お
ん
な
し
ょ
」
た
ち
が
み
ん
な
や
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ

り
ま
し
て
、
で
す
か
ら
喪
主
と
か
法
事
の
主
催
者
と
い
う
の
は
、
言
っ
て
み

れ
ば
ひ
と
つ
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
ひ
と
つ
の
こ
と
に
集
中
し

て
何
か
挨
拶
で
も
お
ぼ
え
て
お
け
ば
そ
れ
で
済
ん
で
し
ま
う
、
と
い
う
よ
う

な
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
す
。

先
ほ
ど
は
触
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
坂
東
さ
ん
に
「
真
の
リ
ー
ダ
ー
と
な

る
女
性
に
な
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。
リ
ー
ダ
ー
と
は

ど
う
い
う
人
の
こ
と
か
。
こ
れ
は
大
事
な
テ
ー
マ
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、

リ
ー
ダ
ー
は
必
ず
し
も
、
男
も
女
も
同
じ
意
味
で
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
必
要
は

な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
坂
東
さ
ん
も
刀
自
と
か
女
将
に
つ
い
て
、
品
格
、

実
力
あ
る
女
性
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
敬
畏
を
持
っ
て
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て

い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

驚
く
ほ
ど
の
長
寿
番
組
で
、
今
も
ず
っ
と
高
視
聴
率
を
取
っ
て
い
る
漫

画
・
ア
ニ
メ
の
「
サ
ザ
エ
さ
ん
」
の
秘
密
、
そ
れ
は
何
か
。
い
ろ
い
ろ
な
分

析
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
言
え
る
こ
と
は
、
あ
の
番
組
、

あ
の
ア
ニ
メ
の
中
で
、
場
を
と
と
の
え
、
そ
し
て
も
て
な
し
て
い
る
の
は
、

あ
き
ら
か
に
お
母
さ
ん
の
フ
ネ
さ
ん
で
あ
り
、
場
を
和
ま
せ
る
サ
ザ
エ
さ
ん

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。「
い
か
ん
ぞ
」
と
威
張
っ
て
い
る
波
平
さ
ん
で
も
な

け
れ
ば
、
典
型
的
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
マ
ス
オ
さ
ん
で
も
な
い
。
あ
ん

な
の
は
高
度
成
長
期
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
家
族
像
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
言
わ

れ
方
が
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
割
に
は
、
男
た
ち
が
あ
ま
り
に
も
存
在
感
が
な

い
で
す
よ
ね
。
で
も
、
こ
れ
は
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
で
も
同
じ
な
ん
で
す
ね
。

存
在
感
が
あ
る
の
は
こ
こ
で
も
お
母
さ
ん
で
す
。
や
は
り
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん

や
お
父
さ
ん
は
存
在
感
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
を
み
ん
な
が
こ
ん

な
に
長
く
喜
ん
で
見
て
い
る
と
い
う
の
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、

単
な
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
問
題
で
は
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

「
懐
か
し
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
懐
か
し
い
と
い
う
の
は

「
な
つ
く
」
の
形
容
詞
で
、
現
在
形
で
す
。
自
分
が
そ
れ
に
引
き
つ
け
ら
れ

る
と
い
う
の
は
決
し
て
過
去
へ
の
懐
古
の
思
い
で
は
な
く
、
も
し
サ
ザ
エ
さ

ん
や
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
を
見
て
、「
懐
か
し
い
」
と
思
っ
て
い
る
の
な
ら

ば
、
そ
れ
は
、
我
々
の
あ
る
種
の
現
在
形
の
価
値
観
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

場
を
と
と
の
え
、
も
て
な
す
女
の
力
②

こ
う
し
た
、
場
を
と
と
の
え
、
も
て
な
す
女
の
力
に
つ
い
て
、
も
う
ひ
と

つ
見
事
な
か
た
ち
で
言
い
当
て
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
見

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
鶴
見
俊
輔
さ
ん
の
十
年
ほ
ど
前
の
文
章
で
す
。
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私
は
、
土と

き岐
善ぜ

ん
ま
ろ麿

の
戦
後
始
ま
り
の
歌
を
思
い
出
す
。
一
九
四
五
年

八
月
十
五
日
の
家
の
中
の
出
来
事
を
歌
っ
た
一
首
だ
。

　
あ
な
た
は
勝
つ
も
の
と
お
も
つ
て
ゐ
ま
し
た
か
と
老
い
た
る
妻
の
さ

び
し
げ
に
い
ふ

　
明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
啄
木
の
友
人
と
し
て
、
戦
争
に
反
対

し
、
朝
鮮
併
合
に
反
対
し
た
歌
人
土
岐
善
麿
は
、
や
が
て
新
聞
人
と
し

て
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
戦
争
に
肩
入
れ
し
た
演
説
を
表
舞
台
で
国
民

に
向
か
っ
て
く
り
か
え
し
た
。
そ
の
あ
い
だ
家
に
あ
っ
て
、
台
所
で
料

理
を
と
と
の
え
て
い
た
妻
は
、
乏
し
い
材
料
か
ら
別
の
現
状
認
識
を
保

ち
つ
づ
け
た
。
思
想
の
こ
の
ち
が
い
を
、
正
直
に
見
据
え
て
、
敗
戦
後

の
歌
人
と
し
て
一
歩
を
ふ
み
だ
し
た
土
岐
善
麿
は
立
派
で
あ
る
。

　
敗
戦
当
夜
、
食
事
を
す
る
気
力
も
な
く
な
っ
た
男
は
多
く
い
た
。
し

か
し
、
夕
食
を
と
と
の
え
な
い
女
性
は
い
た
だ
ろ
う
か
。
他
の
日
と
お

な
じ
く
、
女
性
は
、
食
事
を
と
と
の
え
た
。
こ
の
無
言
の
姿
勢
の
中
に
、

平
和
運
動
の
根
が
あ
る
。

別
に
こ
れ
は
敗
戦
当
夜
だ
け
の
話
で
は
な
く
、
男
は
い
つ
も
勝
手
に
い
き

り
立
ち
、
勝
っ
た
負
け
た
と
騒
ぎ
を
し
て
い
る
も
の
で
す
。
土
岐
善
麿
の
奥

さ
ん
を
歌
っ
た
歌
、「
あ
な
た
は
勝
つ
も
の
と
お
も
つ
て
ゐ
ま
し
た
か
と
老

い
た
る
妻
の
さ
び
し
げ
に
い
ふ
」
に
は
、
表
舞
台
で
国
民
に
演
説
を
繰
り
返

し
て
い
た
夫
と
、
そ
の
間
家
に
あ
っ
て
台
所
で
料
理
を
と
と
の
え
て
い
た
妻

の
乏
し
い
材
料
か
ら
の
別
の
現
状
認
識
が
比
べ
ら
れ
、
つ
ま
り
は
、
そ
の
妻

の
ほ
う
が
正
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、「
こ
の
敗
戦
当
夜
、
食
事
を
す
る
気
力
も
な
く
な
っ
た

男
は
多
く
い
た
。
し
か
し
、
夕
食
を
と
と
の
え
な
い
女
性
が
い
た
だ
ろ
う
か
。

他
の
日
と
お
な
じ
く
、
女
性
は
、
食
事
を
と
と
の
え
た
」、
こ
の
言
葉
に
は

あ
ら
た
め
て
女
の
力
の
す
ご
さ
、
た
し
か
に
男
と
は
違
う
、
あ
る
動
じ
な
い

す
ご
さ
と
い
う
も
の
が
鮮
や
か
に
言
い
含
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
「
女
性
の
輝
く
日
本
」

最
後
に
、
現
在
当
面
し
て
い
る
現
実
問
題
に
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
「
女
性
の
輝
く
日
本
」
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
、

成
長
戦
略
の
中
核
に
労
働
力
と
し
て
の
女
性
の
力
を
据
え
て
、
そ
の
労
働
環

境
の
整
備
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
待
機
児
童
の
解
消
と
か
、
あ

る
い
は
職
場
復
帰
、
再
就
職
の
支
援
な
ど
、
こ
れ
は
も
っ
と
働
き
た
い
と
い

う
女
性
の
願
い
を
受
け
止
め
る
施
策
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
今
、

三
十
代
、
四
十
代
の
女
性
の
労
働
力
率
は
、
各
世
代
の
中
で
最
低
で
す
。
し

か
し
、
そ
の
世
代
の
女
性
た
ち
の
う
ち
、
働
き
た
い
、
就
業
し
た
い
と
い
う

希
望
者
は
全
体
の
七
割
を
超
す
と
い
う
数
字
が
出
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
女

性
も
事
情
さ
え
許
せ
ば
働
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
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う
し
た
こ
と
を
受
け
止
め
よ
う
と
し
た
大
事
な
政
策
だ
と
い
う
こ
と
が
言
え

る
と
思
い
ま
す
。

が
、
問
題
は
も
う
一
方
で
、
た
と
え
ば
一
昨
年
の
内
閣
府
の
男
女
共
同
参

画
社
会
に
関
す
る
世
論
調
査
に
よ
り
ま
す
と
、「
夫
は
外
で
働
き
、
妻
は
家

庭
を
守
る
べ
き
だ
」
と
考
え
る
人
の
比
率
が
51
．
6
％
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
参
画
府
が
成
立
す
る
以
前
の
一
九
九
七
年
の

50
％
を
超
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
二
十
代
の
女
性
が
27
．
8
％
か
ら

43
．
7
％
に
延
び
て
い
る
。
若
い
女
性
の
主
婦
願
望
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
「
夫
は
外
で
働
き
、
妻
は
家
庭
を
守
る
べ
き
だ
」
と
い
う
性
別

役
割
分
担
意
識
、
あ
る
い
は
主
婦
願
望
、
こ
う
し
た
も
の
を
ど
う
正
確
に
読

み
取
る
か
。
こ
れ
は
そ
れ
自
体
大
事
な
、
し
か
し
難
し
い
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
最
近
の
数
字
が
上
が
っ
た
こ
と
つ
い
て
は
「
ま
た
景
気
が
上
向
い
た
か

ら
だ
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
い
や
、
若
い
女
性
は
楽
を
し
た
い
と
思
っ
て
い

る
か
ら
、
そ
れ
が
そ
の
数
字
に
表
れ
た
ん
だ
」
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
分
析
が

あ
り
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
問
題
は
、
こ
の

数
字
は
高
度
成
長
期
に
は
七
割
強
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
二
〇
〇
二
年
に
は

37
．
8
％
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
、
そ
し
て
ま
た
50
％
を
超
え
た
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
見
方
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
が
、
ず
っ
と
相
当
に

高
い
数
字
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
含
め
、
そ
の
高
さ
を
ど
う
見
る
か
、

近
年
ふ
た
た
び
上
昇
し
て
い
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
が
そ
こ

に
は
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
「
文
明
」
と
「
文
化
」
の
関
係
の
問
題
で
考
え
れ
ば
、
日
本

が
「
文
明
」
と
し
て
遅
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
一
面
と
し
て
た
し

か
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
を
「
遅
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
い
方

だ
け
に
押
し
こ
ん
で
し
ま
う
の
は
、
少
し
違
う
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
上
野

千
鶴
子
さ
ん
は
、「
そ
れ
は
単
に
未
自
覚
の
せ
い
。
女
房
な
ん
て
家
庭
内
奴

隷
、
そ
の
こ
と
を
未
自
覚
で
い
る
あ
な
た
方
が
あ
わ
れ
だ
」
と
い
う
よ
う
な

挑
発
的
な
言
い
方
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
奴
隷
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の

未
自
覚
だ
け
が
こ
の
数
字
、
こ
の
高
さ
の
要
因
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
の
で

あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
を
あ
ら
た
め
て
「
働
き
た
い
」
と
い
う
こ
と
と
「
家
に

入
り
た
い
」
と
い
う
欲
望
と
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス　

文
明
と
文
化

日
本
で
は
一
九
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
、「
主
婦
論
争
」
と

い
う
も
の
を
と
て
も
丁
寧
に
じ
っ
く
り
と
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
の
議

論
を
読
ん
だ
の
で
す
が
、
と
て
も
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。
こ
の
議
論
で
最

終
的
に
女
性
た
ち
み
ず
か
ら
が
選
ん
だ
の
は
、「
女
性
と
し
て
家
庭
の
維
持

責
任
を
果
た
せ
る
働
き
方
」
で
し
た
。
し
か
し
こ
れ
も
参
画
法
の
発
想
か
ら

す
れ
ば
「
遅
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
分
類
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
い
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ま
す
。

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
資
料
の
cf
で
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
脳
死
論
争
と
相
似

し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
日
本
は
ほ
か
の
国
に
は
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
、

長
期
に
、
し
か
も
非
常
に
真
剣
に
、
脳
死
を
人
の
死
と
し
て
認
め
る
か
、
臓

器
移
植
を
認
め
る
か
と
い
う
議
論
を
続
け
ま
し
て
、
そ
の
結
果
が
一
九
九
七

年
に
成
立
し
た
臓
器
移
植
法
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
あ
と
十
年
間
に

わ
た
っ
て
、
脳
死
患
者
か
ら
の
臓
器
移
植
手
術
が
年
間
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な

い

―
せ
い
ぜ
い
七
、
八
件
で
す

―
と
い
う
状
態
が
続
き
ま
し
た
。
た
と

え
ば
ア
メ
リ
カ
で
は
年
間
七
千
～
八
千
件
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
日

本
で
は
法
律
で
認
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
程
度
の
数
し
か

実
施
さ
れ
な
い
。
そ
れ
で
ま
た
改
正
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
た
と
え
ば

そ
う
い
う
こ
と
を
「
日
本
は
遅
れ
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
言
う
こ
と

が
で
き
る
か
。
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
死
者
と
い
う
も
の
を

ど
う
見
る
の
か
、
あ
る
い
は
臓
器
移
植
と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え
る
の
か
。

こ
れ
を
我
々
は
「
文
化
」
の
問
題
と
し
て
論
じ
、
そ
し
て
「
文
化
」
の
名
の

下
に
諸
外
国
と
は
違
っ
た
対
応
を
見
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
主
婦
論
争
に
も
あ

る
い
は
同
じ
よ
う
な
事
が
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。

話
を
戻
し
ま
す
と
、
つ
ま
り
一
方
で
女
性
た
ち
は
働
き
た
い
と
思
っ
て
い

る
。
が
、
一
方
で
家
庭
の
維
持
責
任
も
果
た
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
と
す

れ
ば
、
そ
こ
を
ど
う
つ
な
ぐ
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
政
府
の
言
い
方
を
使

え
ば
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う
取
る
か
と
い
う
問
題
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
こ
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
と
い

う
言
葉
、
あ
る
方
が
言
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
、
ラ
イ
フ
の
一
部
が
ワ
ー
ク

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ワ
ー
ク
を
ラ
イ
フ
か
ら
切
り
離
し
て
ラ
イ
フ
と

並
べ
て
考
え
る
と
い
う
発
想
が
、
何
か
根
本
発
想
と
し
て
間
違
っ
て
い
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
言
っ
て
も
し
か
た
が
な
い
こ
と
で
、
今
こ

の
言
葉
し
か
な
い
と
す
れ
ば
、
ワ
ー
ク
と
ラ
イ
フ
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
の
よ
う

に
取
っ
て
考
え
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。

今
、
安
倍
内
閣
で
は
、
配
偶
者
控
除
の
見
直
し
や
、
社
会
保
険
制
度
の
見

直
し
案
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
配
偶
者
控
除
が
つ
か
な
く
な
る
一
〇
三
万

円
問
題
と
か
、
あ
る
い
は
社
会
保
険
を
払
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
一
三
〇
万

円
問
題
、
そ
の
壁
を
取
り
払
っ
て
、
も
っ
と
も
っ
と
女
性
に
社
会
進
出
し
て

ほ
し
い
、
そ
う
い
う
政
策
で
す
が
、
こ
こ
で
も
、
単
に
労
働
力
と
し
て

―

た
と
え
ば
外
国
人
労
働
力
の
よ
う
に

―
モ
ノ
と
し
て
、
つ
ま
り
量
と
し

て
、
数
と
し
て
だ
け
そ
れ
を
増
や
そ
う
と
す
る
こ
と
で
は
、
女
性
は
輝
か
な

い
、
女
性
の
輝
く
日
本
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で

は
や
は
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
女
性
自
身
の
ワ
ー
ク
と
ラ
イ
フ
の
バ
ラ
ン
ス
、
つ

ま
り
仕
事
と
家
庭
へ
の
志
向
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
に
対
す
る
き
め
細
か
い

検
討
と
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
き
め
細
か
い
政
策
と
い
う
も
の
が
必
要
に
な
っ

て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
事
は
些
細
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
結
果

と
し
て
は
大
き
な
違
い
に
な
っ
て
く
る
よ
う
な
質
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
最

初
の
言
い
方
に
戻
し
て
大
枠
の
こ
と
と
し
て
言
え
ば
、
生
き
方
の
問
題
と
し
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て
の
「
文
明
」
と
「
文
化
」
の
重
な
り
と
ず
れ
と
い
う
も
の
を
丁
寧
に
読
み

解
き
、
そ
れ
を
現
実
的
に
、
ま
た
具
体
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
も
う
ひ
と
つ
だ
け
。
私
は
今
、
日
本
倫
理
学
会
の
会
長
と
し
て
、

日
本
哲
学
会
、
日
本
宗
教
学
会
の
会
長
と
と
も
に
、
高
校
社
会
の
「
倫
理
」

と
い
う
科
目
を
重
点
化
・
必
修
化
す
る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
高
校
生
に
単

な
る
知
識
で
は
な
く
、
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
じ
っ
く
り
と
考
え
て

も
ら
い
た
い
、
そ
う
い
う
趣
旨
で
文
科
省
、
あ
る
い
は
下
村
文
科
大
臣
に
も

お
話
を
伺
っ
て
い
ま
す
。

下
村
大
臣
、
文
科
省
は
、
小
中
学
校
で
道
徳
と
い
う
も
の
を
科
目
化
し
、

重
点
的
に
教
え
、
そ
し
て
高
校
で
は
「
公
共
」
と
い
う
新
し
い
科
目
を
作
っ

て
導
入
し
た
い
、
そ
う
い
う
意
向
を
持
っ
て
い
て
、
す
で
に
動
き
出
し
て
も

い
ま
す
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
道
徳
・
倫
理
と
い
う
の
は

―
こ
れ
は

下
村
さ
ん
が
そ
う
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が

―
、「
い
つ
ど
こ
で
あ
っ
て

も
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
ル
ー
ル
が
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
道
徳
・
倫

理
と
い
う
ん
だ
。
そ
れ
を
子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
強

調
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
今
ま
で
の
言
い
方
で
言
え
ば
、「
文
明
」
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
に
、
つ
ま
り
ど
こ
で
も
通
ず
る
、
そ

う
い
う
ル
ー
ル
に
な
る
わ
け
で
す
。
む
ろ
ん
、
倫
理
・
道
徳
に
は
そ
う
い
う

面
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
教
え
る
こ
と
は
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
は
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
で
も
同
じ
で
す
。
今
日
は
、

そ
の
「
文
化
」
と
し
て
の
側
面
の
問
題
点
を
お
話
し
し
た
の
で
す
が
、
道
徳
、

倫
理
と
い
う
の
も
、
同
じ
よ
う
に
す
ぐ
れ
て
「
文
化
」
と
し
て
の
側
面
も
あ

る
の
で
し
て
、
そ
れ
は
ど
う
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ

り
ま
す
。

一
方
で
、
安
倍
さ
ん
や
下
村
さ
ん
は
、
美
し
い
国
・
日
本
と
か
、
日
本
を

と
り
も
ど
す
と
か
、
靖
国
参
拝
は
残
さ
れ
た
我
々
の
大
事
な
義
務
だ
、
等
々

と
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
自
体
の
是
非
を
申
し
上
げ
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
「
文
化
」
と
し
て
の
あ
り
方

と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
「
文
明
」
と
し
て
の
あ
り
方
を
ど
う
分
け
、
ど
う
つ
な

げ
て
考
え
て
い
る
の
か
、
特
に
、
教
育
と
か
、
生
き
方
に
か
か
わ
っ
て
く
る

施
策
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
大
切
な
と
こ
ろ
で
す
。
ど
う
か
、
そ
こ
の
と

こ
ろ
を
き
ち
ん
と
、
丁
寧
に
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。ご

静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

伊
藤

―　
竹
内
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

後
半
の
部
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

後
半
は
ま
ず
お
茶
の
水
女
子
大
学
長
、
羽
入
佐
和
子
先
生
か
ら
「
女
子
大

学
と
男
女
共
同
参
画
」
と
い
う
題
で
お
話
を
い
た
だ
き
ま
す
。

そ
れ
で
は
羽
入
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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文
明
と
文
化

・ 

文
明civilization

 

人
為
と
し
て
のcivil
（
市
民
）
が
自
然
（
野
蛮
）
を
制
御
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の

・ 

文
化culture

 

特
定
の
場
に
お
い
てcultivate
（
耕
）
さ
れ
蓄
積
さ
れ
て
き
た
も
の

　
→ 

人
は
つ
ね
に
文
明
と
文
化
の
両
面
を
生
き
て
い
る
。

文
明
・
文
化
の
特
徴

・ 

文
明
は
、
普
遍
性
を
持
っ
て
、
他
の
多
様
な
文
化
を
ひ
と
つ
の
形
態

に
均
そ
う
と
す
る
。（
近
代
化
・

　
グ
ロ
ー
バ
ル
化
）

 

普
遍
性universe

＝uni

（
ひ
と
つ
）
＋verse

（
回
す
）

　
　
→
「
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
効
果
」（
村
上
陽
一
郞
）

・ 

文
化
は
、
普
遍
性
・
共
通
性
を
持
つ
ま
い
と
し
て
共
同
体
の
閉
鎖
性

に
閉
じ
こ
も
り
や
す
い
。

・ 

明
治
以
来
の
日
本
は
、
近
代
文
明
化
（
西
洋
化
・
ア
メ
リ
カ
化
）
さ

せ
つ
つ
も
、
日
本
文
化
を
共
存
・
重
層
さ
せ
て
き
た
（
和
魂
洋
才
、

東
洋
道
徳
・
西
洋
芸
術
な
ど
）。

男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法

・「
男
女
が
、
社
会
の
対
等
な
構
成
員
と
し
て
、
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
活
動
に
参
画
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
、

も
っ
て
男
女
が
均
等
に
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
利
益
を

享
受
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
共
に
責
任
を
担
う
べ
き
社
会
」
の
実
現

一
九
九
九
年

　「
二
十
一
世
紀
我
が
国
社
会
を
決
定
す
る
最
重
要
課
題
」

と
し
て
成
立

　
←
一
九
八
五
年

　
国
連
「
女
子
差
別
撤
廃
条
約
」
批
准

一
九
九
五
年

　
第
四
回
北
京
世
界
女
性
会
議

　
＋
「
男
性
の
方
が
優
遇
さ
れ
て
い
る
」
と
感
じ
て
い
る
割
合
が
七
割

と
い
う
現
状
認
識

「
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
」
の
解
釈

・ 

男
女
が
、
互
い
に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
つ
つ
責
任
も
分
か
ち
合
い
、

性
別
に
か
か
わ
り
な
く
、
そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ

と
が
で
き
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
（
前
文
）

　
←
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
、
性
差
を
否

定
し
た
り
、
男
ら
し
さ
、
女
ら
し
さ
や
男
女
の
区
別
を
な
く
し
て
人

竹
内
整
一
「
下
田
歌
子
と
現
代
女
子
教
育
」　　

資
料
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間
の
中
性
化
を
目
指
す
こ
と
、
ま
た
、
家
族
や
ひ
な
祭
り
等
の
伝
統

文
化
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
国
民
が
求
め
る
男
女
共
同
参
画
社
会
と

は
異
な
る
。 

（
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局

　
事
務
通
達
）

「
男
ら
し
い
」「
女
ら
し
い
」
に
つ
い
て

・ 

「
男
ら
し
い
」「
女
ら
し
い
」

 

（
共
同
体
内
部
で
の
役
割
と
し
て
の
「
ら
し
さ
」）

　
　

ex
「
母
親
ら
し
い
」「
先
生
ら
し
い
」「
職
人
ら
し
い
」

　
　

cf
「
ら
し
い
」

　
　
・
接
尾
語
。
推
量
の
助
動
詞
「
ら
し
」
の
転
。

　
　
　
…
の
様
子
で
あ
る
。
…
の
風
で
あ
る
。
ふ
さ
わ
し
い
。

　
　

　
　

　
⇄

・ 

「
自
分
ら
し
い
」「
そ
の
人
ら
し
い
」「
人
間
ら
し
い
」

　（「
個
性
」「
個
人
の
尊
重
」、
し
ご
く
当
然
だ
が
、
や
や
抽
象
的
）

坂
東
眞
理
子
『
女
性
の
品
格
』

　（
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
長
、
昭
和
女
子
大
学
学
長
）

・
私
は
女
性
が
社
会
に
進
出
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
従
来
の
男
性
と
異
な
る
価
値
観
、
人
間
を
大
切
に
す
る
よ
き
女
ら

し
さ
を
、
社
会
や
職
場
に
持
ち
込
ん
で
ほ
し
と
思
う
か
ら
で
す
。
女
性
が

社
会
に
進
出
し
て
も
、「
で
き
る
女
」
を
目
指
し
、
有
能
な
や
り
手
ば
か

り
増
え
る
の
は
さ
び
し
い
こ
と
で
す
。

　

　
→
「
マ
ナ
ー
と
品
格
」「
品
格
あ
る
言
葉
と
話
し
方
」「
品
格
あ
る
装

い
」「
品
格
あ
る
暮
ら
し
」
…

・
真
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
女
性
に
な
っ
て
ほ
し
い
か
ら
で
す
。

近
代
女
子
教
育
の
先
駆
者
・
下
田
歌
子

・
安
政
元
年
岐
阜
生
ま
れ
。
宮
中
に
出
仕
し
皇
后
に
仕
え
る
。
結
婚
で
出

仕
を
辞
し
た
後
は
政
府
高
官
の
子
女
を
対
象
と
し
た
学
校
を
自
宅
に
開
き
、

華
族
女
学
校
（
現
・
学
習
院
女
子
中
・
高
等
科
）
創
設
の
際
に
は
中
心
的

役
割
を
果
た
す
。
明
治
二
十
六
年
か
ら
二
年
間
、
欧
米
各
国
の
女
子
教
育

を
視
察
し
、
あ
ら
ゆ
る
身
分
の
女
性
た
ち
が
教
育
を
受
け
ら
れ
る
環
境
づ

く
り
の
必
要
性
を
痛
感
し
、
明
治
三
十
二
年
に
実
践
女
子
学
園
を
創
設
。

下
田
歌
子
の
文
明
・
文
化
へ
の
基
本
姿
勢

・
古
よ
り
今
に
至
る
ま
で
の
、
吾
が
日
本
女
性
の
長
所
短
所

―
特
に
長

所
に
注
意
し

―
を
子
細
に
調
査
研
究
し
て
、
そ
し
て
そ
の
長
所
を
失
は

ざ
ら
し
め
、
も
っ
て
新
来
の
外
国
思
想
文
物
の
優
良
な
る
に
混
和
し
補
足

し
、
し
か
も
骨
子
は
吾
が
旧
来
の
善
き
を
採
っ
て
存
立
し
、
皮
膚
に
は
か

の
新
来
の
美
を
加
へ
た
な
ら
ば
、
ね
が
は
く
は
完
全
に
近
き
所
の
女
性
を
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得
る
事
が
出
来
る
で
あ
ら
う
と
、
ひ
そ
か
に
予
期
し
て
い
る
次
第
で
ご
ざ

い
ま
す
。 

（『
日
本
の
女
性
』）

「
あ
た
ら
し
い
」
←
「
あ
ら
た
」「
あ
ら
た
め
る
」

　
→

　
内
な
る
肯
定
を
さ
ら
に
肯
定
し
、
も
っ
て
外
な
る
新
来
の
美
を

加
え
る
。

　（
文
化
と
文
明
へ
の
視
点
、
と
り
わ
け
文
化
）

下
田
歌
子
の
男
女
認
識
の
基
点

・
太
古
、
伊い

ざ

な

ぎ

弉
諾
・
伊い

ざ

な

み

奘
册
の
二
神
あ
り
て
、
此
国
を
開
き
給
へ
り
。
こ

れ
、
我
が
国
初
の
歴
史
上
、
深
く
注
意
す
べ
き
事
な
り
と
す
。
か
の
欧

州
最
古
の
歴
史
に
、
神
、
先
、
ア
ダ
ム
と
い
う
男
子
を
作
り
て
、
後
に
、

イ
ゝ
ブ
と
い
う
女
子
を
造
れ
り
と
あ
る
が
如
く
な
ら
ず
。
我
が
国
は
、
最

初
よ
り
、
伊
弉
諾
・
伊
奘
册
の
男
女
の
二
神
の
開
き
給
ひ
た
る
も
の
な
り
。

こ
れ
、
太
古
に
あ
り
て
は
、
男
女
の
神
も
ろ
心
に
、
い
そ
し
み
給
ひ
た
る

に
ぞ
あ
る
べ
き
。 

（『
女
子
日
本
歴
史
教
科
書
』）

・「
わ
が
身
は
な
り
な
り
て
成
り
余
れ
る
処
一
処
あ
り
。
故か

れ

こ
の
わ
が
身

の
成
り
余
れ
る
処
を
以
て
、
汝
が
身
の
成
り
合
は
ざ
る
処
を
刺
し
塞
ぎ
て
、

国く

に土
を
生
み
成
さ
ん
と
以お

も為
ふ
。
生
む
こ
と
い
か
ん
」。 

（『
古
事
記
』）

場
を
と
と
の
え
、
も
て
な
す
女
の
力
①

も
て
な
す

　
モ
テ
は
接
頭
語
。
相
手
の
状
態
を
そ
の
ま
ま
大
切
に
保
ち
な

が
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
意
図
的
に
働
き
か
け
て
処
置
す
る
意
。

①
と
り
な
す
。
処
置
す
る
。
②
取
り
扱
う
。
待
遇
す
る
。
③
歓
待
す

る
。
ご
馳
走
す
る
。
④
面
倒
を
み
る
。
世
話
を
す
る
。
…
…
（『
広

辞
苑
』）

・ 

そ
の
場
を
ま
と
め
て
い
く
総
合
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

＝ 

女
性
、
主

婦
の
仕
事
（
特
権
）

　
祭
祀
、
食
べ
物
や
衣
服
な
ど
の
分
配
、
酒
の
管
理
、
提
供
。

　（
刀と

じ自 

← 

杜
氏
）、
女
将

場
を
と
と
の
え
、
も
て
な
す
女
の
力
②

・
私
は
、
土と

き岐
善ぜ

ん
ま
ろ麿

の
戦
後
始
ま
り
の
歌
を
思
い
出
す
。
一
九
四
五
年

八
月
十
五
日
の
家
の
中
の
出
来
事
を
歌
っ
た
一
首
だ
。

あ
な
た
は
勝
つ
も
の
と
お
も
つ
て
ゐ
ま
し
た
か
と
老
い
た
る
妻
の
さ

び
し
げ
に
い
ふ

明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
啄
木
の
友
人
と
し
て
、
戦
争
に
反
対
し
、

朝
鮮
併
合
に
反
対
し
た
歌
人
土
岐
善
麿
は
、
や
が
て
新
聞
人
と
し
て
、
昭

和
に
入
っ
て
か
ら
戦
争
に
肩
入
れ
し
た
演
説
を
表
舞
台
で
国
民
に
向
か
っ

て
く
り
か
え
し
た
。
そ
の
あ
い
だ
家
に
あ
っ
て
、
台
所
で
料
理
を
と
と
の
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え
て
い
た
妻
は
、
乏
し
い
材
料
か
ら
別
の
現
状
認
識
を
保
ち
つ
づ
け
た
。

思
想
の
こ
の
ち
が
い
を
、
正
直
に
見
据
え
て
、
敗
戦
後
の
歌
人
と
し
て
一

歩
を
ふ
み
だ
し
た
土
岐
善
麿
は
立
派
で
あ
る
。

敗
戦
当
夜
、
食
事
を
す
る
気
力
も
な
く
な
っ
た
男
は
多
く
い
た
。
し
か

し
、
夕
食
を
と
と
の
え
な
い
女
性
が
い
た
だ
ろ
う
か
。
他
の
日
と
お
な
じ

く
、
女
性
は
、
食
事
を
と
と
の
え
た
。
こ
の
無
言
の
姿
勢
の
中
に
、
平
和

運
動
の
根
が
あ
る
。

 

（
鶴
見
俊
輔
「
朝
日
新
聞
」
文
化
欄
二
〇
〇
三
年
三
月
二
十
四
日
）

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
「
女
性
の
輝
く
日
本
」

・「
待
機
児
童
の
解
消
」「
職
場
復
帰
・
再
就
職
の
支
援
」「
女
性
役
員
・

管
理
職
の
増
加
」
な
ど
、
成
長
戦
略
の
中
核
に
労
働
力
と
し
て
の
女
性
の

力
を
据
え
て
、
そ
の
労
働
環
境
の
整
備
を
推
進
。

　
　
　
　
　
↑

・ 

内
閣
府
「
男
女
共
同
参
画
社
会
に
関
す
る
世
論
調
査
」（
二
〇
一
二
年
）

に
よ
る
と
、 「
夫
は
外
で
働
き
、
妻
は
家
庭
を
守
る
べ
き
だ
」
と
考
え
る

（
性
別
役
割
分
担
意
識
）
人
の
比
率
が
51
．6
％
と
な
り
、
一
九
九
七
年
以

来
の
50
％
を
超
え
た
。
特
に
二
十
代
女
性
で
は
27
．8
％
か
ら
43
．7
％
へ

15
．9
ポ
イ
ン
ト
と
伸
び
て
い
る
。

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス　

 

文
明
と
文
化

・
五
〇
年
代
～
七
〇
年
代
の
「
主
婦
論
争
」

「
女
性
と
し
て
の
家
庭
の
維
持
責
任
を
果
た
せ
る
働
き
方
」

→
未
自
覚
、
意
識
が
低
い
、
遅
れ
て
い
る
、
と
い
う
視
点
だ
け
で
な
く
。 

　
　（

cf
「
脳
死
論
争
」）

・
生
き
方
の
問
題
と
し
て
、
文
明
と
文
化
を
き
め
細
か
く
て
い
ね
い
に
分

け
、
か
つ
重
ね
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
ex 

倫
理
・
道
徳
・
公
共
と
は
何
か
？


