
『
夕
焼
け
』
の
授
業
に
お
け
る
「
自
我
」
の
欠
落

―

文

化

的

同

調

の

要

求

―

池

田

久
美
子

吉
野

弘

夕
焼
け
n

い
つ
も
の
こ
と
だ
が

電
車
は
満
員
だ
っ
た
｡

そ
し
て

い
つ
も
の
こ
と
だ
が

若
者
と
娘
が
腰
を
お
ろ
し

と
し
よ
り
が
立
っ
て
い
た
｡

う
つ
む
い
て
い
た
娘
が
立
っ
て

と
し
よ
り
に
席
を
ゆ
ず
っ
た
｡

そ
そ
く
さ
と
と
し
よ
り
が
座
っ
た
｡

礼
も
言
わ
ず
に
と
し
よ
り
は
次
の
駅
で
降
り
た
｡



娘
は
座

っ
た
｡

別
の
と
し
よ
り
が
娘
の
前
に

横
あ
い
か
ら
押
さ
れ
て
き
た
｡

娘
は
う
つ
む
い
た
｡

し
か
し

又
立

っ
て

席
を

そ
の
と
し
よ
り
に
ゆ
ず

っ
た
｡

と
し
よ
り
は
次
の
駅
で
礼
を
言

っ
て
降
り
た
｡

娘
は
座

っ
た
｡

二
度
あ
る
こ
と
は

と
言

う
通
り

別
の
と
L
ii
り
が
娘
の
前
に

押
し
出
さ
れ
た
｡

可
哀
想
に

娘
は
う
つ
む
い
て

そ
し
て
今
度
は
席
を
立
た
な
か
っ
た
｡

次
の
駅
も

次
の
駅
も

下
唇
を
キ

ユ
ツ
と
噛
ん
で

身
体
を
こ
わ
ば
ら
せ
て

-
｡

僕
は
電
車
を
降
り
た
｡

Eg
く
な
っ
て
う
つ
む
い
て

娘
は
ど
こ
ま
で
行

っ
た
ろ
う
｡

や
さ
し
い
心
の
持
ち
主
は

い
つ
で
も
ど
こ
で
も

わ
れ
に
も
あ
ら
ず
受
難
者
と
な
る
｡

何
故

っ
て

や
さ
し
い
心
の
持
ち
主
は

他
人
の
つ
ら
さ
を
自
分
の
つ
ら
さ
の
よ
う
に

感
じ
る
か
ら
｡

や
さ
し
い
心
に
責
め
ら
れ
な
が
ら

娘
は
ど
こ
ま
で
ゆ
け
る
だ
ろ
う
｡

下
唇
を
噛
ん
で

つ
ら
い
気
絡
ち
で

美
し
い
夕
焼
け
も
見
な
い
で
｡
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本
論
の
見
通
し

右
の
詩
を
読
ん
で
､
生
徒
は
例
え
ば
次
の
よ
う
に
考
え
る
｡
∽

①

席
を
か
わ
ら
な
か
っ
た
く
ら
い
で
､
｢下
唇
を
キ
ユ
ツ
と
噛
ん
で
､
身
体
を
こ
わ
ば
ら
せ
て
｣
い
る
と
い
う
の
が
理
解
で
き
な
い
.

②

そ
ん
な
に
苦
し
む
く
ら
い
な
ら
な
ぜ
席
を
ゆ
ず
ら
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
｡

③

三
人
目
の
と
し
よ
り
が
押
し
出
さ
れ
た
と
き
に

｢可
哀
想
に
｣
と
あ
る
け
れ
ど
､
そ
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
｡

こ
れ
ら
の
疑
問
や
批
判
を
授
業
で
は
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
｡

一
般
に
'
こ
の
よ
う
な
疑
問
や
批
判
が
出
て
く
る
の
は
'
生
徒
が
こ
の
詩
を
充
分
に
読
め
て
い
な
い
か
ら
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
｡
特

に
'
｢娘
｣
の
心
情
を
充
分
共
感
的
に
理
解
で
き
て
い
な
い
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡
｢娘
｣
の
心
情
を
共
感
的
に
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
､
当
然
'
こ
の
よ
う
な
疑
問
や
批
判
が
出
て
く
る
は
ず
が
な
い
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
の
よ
う
な
疑
問
や
批
判
を
も

っ
て
い
る
生
徒
に
対
し
て
は
'
｢娘
｣
の
心
情
を
共
感
的
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
こ
れ
が
'
授
業
で
の
一
般
的
な
扱
い
方

で
あ
る
｡

し
か
し
そ
う
だ
ろ
う
か
｡
右
の
疑
問
や
批
判
は
､
読
み
が
不
充
分
で
あ
る
が
ゆ
え
に
出
て
き
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
す
べ
き
な
の

か

｡本
論
で
は
'
こ
の
み
か
た
を
批
判
し
'
次
の
こ
と
を
主
張
す
る
｡

1
㌧
生
徒
が
こ
れ
ら
の
疑
問
や
批
判
を
も
つ
の
は
極
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
｡
む
し
ろ
'
大
い
に
も
つ
べ
き
で
あ
る
｡
r夕
焼
け
L
が

表
現
し
え
て
い
る
の
は
､
未
成
熟
で
､
自
律
的
な
自
我
を
確
立
で
き
て
い
な
い
人
物
像
と
'
そ
の
人
物
に
対
す
る
感
傷
的
な
思
い
入
れ
で

し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
疑
問
や
批
判
を
読
み
の
不
足
と
み
な
し
排
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
｡
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2
'
r夕
焼
け
L
に
対
し
て
共
感
を
強
い
'
こ
れ
ら
の
疑
問
や
批
判
を
封
ず
る
こ
と
は
'
自
我
の
働
き
を
無
祝
し
､
自
我
の
確
立
が
教
育

の
第

1
義
的
な
目
標
だ
と
は
み
な
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
｢自
我
｣
と
い
う
観
念
が
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
点
で
､
r夕
焼

け
L
の
授
業
の
内
容
と
方
法
と
は
ま
さ
に

一
体
で
あ
る
｡

3
'
r夕
焼
け
L
の
授
業
で
行
っ
て
い
る
こ
と
は
､
実
の
と
こ
ろ
､
特
有
の
文
化
に
対
す
る
無
批
判
な
同
調
の
要
求
川
で
し
か
な
い
｡
そ

の
文
化
自
体
を
つ
き
放
し
て
分
析

･
批
判
す
る
自
我
の
働
き
は
､
全
く
封
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

一､
｢娘
｣
の
行
動
と
認
識

r夕
焼
け
L
の
叙
述
に
よ
れ
ば
'
｢娘
｣
の
前
に
三
度
も
次
々
と
と
し
よ
り
が
立
ち
､
｢娘
｣
が
席
を
ゆ
ず
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
生
じ
た

と
い
う
｡
｢娘
｣
は
こ
の
と
き
'
｢う
つ
む
い
て
｣
｢下
唇
を
キ
ユ
ツ
と
噛
ん
で
/
身
体
を
こ
わ
ば
ら
せ
て
｣
｢席
を
立
た
な
か
っ
た
｣
｡
こ

れ
と
同
様
の
状
況
に
お
い
て
他
に
ど
の
よ
う
な
行
動
の
し
か
た
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
｢娘
｣
の
行
動
と
認
識
の
あ
り
方
を
分
析
す
る
に

あ
た
っ
て
'
次
に
対
照
的
な
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
｡
こ
の
例
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
り
'
｢娘
｣
の
行
動
と
認
識
の
特
質
と
そ
の
限
界
が

明
確
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡

-

｢娘
A
｣
の
場
合
-

｢娘
A
L
は
'
三
度
目
に
ま
た
も
や
と
し
よ
り
が
目
の
前
に
出
て
き
た
の
で
び
っ
く
り
し
､
オ
ヤ
オ
ヤ
と
い
う
預
を
す
る
｡
〝

参
っ
た
な
0

よ
く
よ
く
き
ょ
う
は
と
し
よ
り
に
好
か
れ
る
の
か
な
〝

と
､
三
度
も
席
を
ゆ
ず
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
陥
っ
た
自
分
に
困
惑
も
し
､
ま

た
お
か
し
く
滑
稽
に
も
感
ず
る
.
微
苦
笑
を
禁
じ
え
な
い
o

L
か
L
t
さ
て
ど
う
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
｡
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｢娘
A
｣
は
祖
父
母
の
同
居
す
る
家
庭
に
育
っ
て
き
た
｡
だ
か
ら
'
祖
父
母
の
足
腰
が
い
か
に
弱
っ
て
き
た
か
が
よ
く
わ
か
る
｡
先
日
も
､

祖
母
が
転
ん
で
膝
を
打
ち
'
通
院
し
て
い
る
｡
立
ち
上
が
る
と
き
が
特
に
辛
そ
う
で
あ
る
｡
手
を
貸
し
て
や
る
と
､
実
に
あ
り
が
た
い
と

い
う
顔
を
す
る
｡
ま
た
祖
父
も
､
小
さ
い
弟
を
連
れ
て
散
歩
に
行
っ
て
'
弟
に
せ
か
さ
れ
て
は

｢
そ
う
早
く
歩
く
と
疲
れ
る
｣
と
文
句
を

言
っ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
日
常
生
活
に
お
い
て
'
｢娘
A
L
は
と
し
よ
り
の
身
体
が
若
い
自
分
と
違
っ
て
弱
く
脆
い
も
の
だ
と
い
う
学
習

を
蓄
積
し
て
き
て
い
る
｡

だ
か
ら
'
｢娘
A
L
は
､
揺
れ
る
電
車
の
中
で
じ
っ
と
立
っ
て
い
る
こ
と
が
と
し
よ
り
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
が
想
像
で

き
る
｡
三
度
も
席
を
ゆ
ず
る
は
め
に
な
っ
た
自
分
を

一
方
で
は
お
か
し
く
思
い
な
が
ら
､
や
は
り
今
度
も

｢娘
A
L
は
席
を
立
つ
の
で
あ

る
｡以

上
の
例
と
対
比
し
て

｢娘
｣
の
行
動
と
認
識
を
分
析
し
て
み
よ
う
｡

H
三
度
も
次
か
ら
次
へ
と
と
し
よ
り
に
席
を
ゆ
ず
ら
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
は
､
現
実
に
は
め
っ
た
に
あ
る
こ
と
で
は
な
い
｡
シ
ル

バ
ー
シ
ー
ト
に
で
も
腰
か
け
て
い
る
か
へ
老
人
の
団
体
と
で
も
乗
り
合
わ
せ
る
か
で
な
け
れ
ば
､
ま
ず
起
こ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

そ
れ
な
の
に
､
r夕
焼
け
L
の
叙
述
に
は
､
｢娘
｣
が
事
の
異
常
さ
に
び
っ
く
り
し
た
り
'
あ
っ
け
に
と
ら
れ
た
り
し
た
様
子
は
全
く
書

か
れ
て
い
な
い
｡
三
度
目
に
至
っ
て
も
､
｢娘
｣
は
前
と
同
様
､
相
変
ら
ず

｢
う
つ
む
い
て
｣
い
る
だ
け
で
あ
る
｡

一
体

｢娘
｣
は
事
の
異
常
さ
に
び
っ
く
り
は
し
な
か
っ
た
の
か
｡

1
度
な
ら
と
も
か
く
､
三
度
も
い
れ
か
わ
り
た
ち
か
わ
り
と
し
よ
り

が
目
の
前
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
異
常
さ
に
ま
ず
び
っ
く
り
す
る
の
が
､
人
間
の
自
然
な
心
の
動
き
'
反
応
と
い
う
も
の
で
は
な

い
か
｡
そ
れ
と
も
へ
｢娘
｣
は
事
の
異
常
さ
に
び

っ
く
り
す
る
心
の
余
裕
も
な
く
､
と
し
よ
り
が
目
の
前
に
出
て
く
る
と
反
射
的
に
'
席

を
ゆ
ず
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
頭
が

1
杯
に
な
っ
て
し
患
う
の
で
あ
ろ
う
か
O
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オ
ヤ
オ
ヤ
と
い
う
顔
を
し
た

｢娘
A
｣
と
比
べ
て
､
｢娘
｣
の
反
応
は
不
自
然
で
あ
り
'
余
裕
の
な
さ
が
目
立
つ
｡
他
人
の
目
に
対
す

る
過
剰
な
意
識
と
'
席
を
ゆ
ず
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
迫
観
念
と
に
よ
っ
て
'
事
の
異
常
さ
に
び
っ
く
り
し
て
み
せ
る
と
い
う
自
然

な
心
の
動
き
の
表
現
す
ら
が
封
殺
さ
れ
て
い
る
と
し
か
解
釈
し
え
な
い
の
で
あ
る
｡

0
生
徒
は
い
う
｡
｢席
を
か
わ
ら
な
か
っ
た
く
ら
い
で
､
r下
唇
を
キ
ユ
ツ
と
噛
ん
で
､
身
体
を
こ
わ
ば
ら
せ
て
J
い
る
と
い
う
の
が

理
解
で
き
な
い
｡｣

誠
に
そ
の
通
り
で
ぁ
る
｡

一
体
'
｢娘
｣
に
お
い
て
は
事
の
大
小
の
区
別
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
席
を
ゆ
ず
り
そ
こ
ね

た
程
度
で
か
く
も
苦
し
む
の
で
あ
れ
ば
'
人
生
に
お
け
る
も
っ
と
深
刻
な
問
題
に
直
面
し
た
と
き
に
は
'
｢娘
｣
は

一
体
ど
の
よ
う
な
反

応
を
す
る
つ
も
り
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
心
配
で
あ
る
｡
荘
然
自
失
し
た
り
､
な
す
す
べ
も
な
く
な
っ
た
り
す
る
の
が
関
の
山
で
'
自
力
で

事
態
を
打
開
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
｢娘
｣
に
は
､
事
の
大
小
の
区
別
を
し
て
自
分
の
感
情
を
制
御
し
自
分
の

言
動
体
系
を
持
し
て
い
く
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
育
っ
て
い
る
と
は
到
底
い
え
な
い
｡
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
れ
ば
､
席
を
か
わ

ら
な
か
っ
た
こ
と
は
後
悔
す
る
と
し
て
も
､
過
剰
な
自
責
の
念
か
ら
自
分
を
守
り
自
分
を
失
わ
な
い
理
性
が
働
く
は
ず
で
あ
る
｡
次
の
機

会
に
は
思
い
切
っ
て
席
を
ゆ
ず
ら
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
な
と
反
省
で
も
す
れ
ば
す
む
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
｡

臼

三
度
も
席
を
ゆ
ず
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
陥
っ
た
と
き
､
こ
の
状
況
を
ど
う
み
る
か
で
'
二
人
の
娘
は
大
変
異
な
っ
て
い
る
｡

｢娘
A
L
は
'
困
惑
し
な
が
ら
も
'

一
方
で
は
そ
の
状
況
を
お
か
し
く
思
い
'
自
分
を
滑
稽
視
す
る
心
の
余
裕
が
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'

｢娘
｣
の
方
は
す
っ
か
り
状
況
に
の
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡

自
分
と
自
分
が
お
か
れ
た
状
況
と
を
つ
き
放
し
距
離
を
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
､
ど
れ
程
そ
の
人
物
が
成
熟
し
て
い
る

か
に
か
か
っ
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
ど
れ
程

｢見
る
自
分
｣
を
確
立
し
て
い
る
か
､
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
い
か
に
そ
の

｢見
る
自

分
｣
を
失
わ
ず
持
し
て
い
る
か
に
よ
る
の
で
あ
る
｡
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人
は
､
状
況
に
の
ま
れ
ず

一
貫
し
た

｢見
る
自
分
｣
を
確
立
さ
せ
て
こ
そ
､
初
め
て

｢見
ら
れ
る
自
分
｣
の
言
動
を
統
御
す
る
こ
と
が

で
き
る
｡
｢娘
｣
が
三
度
目
に
至
っ
て
つ
い
に
何
事
を
も
な
し
え
ず
支
離
滅
裂
な
行
勤
に
終
わ
っ
た
の
は
､
こ
の

｢見
る
自
分
｣
が
確
立

し
て
い
な
い
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
｡

三
度
に
わ
た
っ
て
席
を
ゆ
ず
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
陥
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
､
別
に
他
人
と
比
較
し
て
〝

な
ぜ
自
分
だ
け
が
席
を
ゆ

ず
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
〝

な
ど
と
辛
く
感
ず
る
必
要
は
な
い
｡
ま
し
て
や
'
〝

証
も
代
わ
っ
て
席
を
立
ち
助
け
て
く
れ
よ
う

と
は
し
な
い
〃

な
ど
と
恨
め
し
く
思
う
こ
と
も
な
い
｡
こ
の
程
度
の
こ
と
で
細
か
く
損
得
を
考
え
不
公
平
感
を
つ
の
ら
せ
'
他
人
の
あ
た

た
か
い
思
い
や
り
や
助
け
が
な
け
れ
ば
や
っ
て
い
け
な
い
と
し
た
ら
､
誠
に
ひ
弱
な
人
物
で
あ
る
｡
む
し
ろ
自
分
を
つ
き
放
し
'
自
分
や

状
況
に
お
か
し
さ
を
さ
え
見
出
す
こ
と
で
'
少
々
の
こ
と
に
動
じ
な
い
強
さ
を
身
に
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
の
点
で
､
｢娘
｣
の
反
応

の
し
か
た
は
誠
に
情
な
い
｡

四

と
し
よ
り
に
席
を
ゆ
ず
る
と
い
う
道
徳
観
念
の
あ
り
方
も
､
｢娘
｣
と

｢娘
A

｣

と
で
は
大
変
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

｢娘
A
L
の
場
合
は
'
充
分
な
と
し
よ
り
に
つ
い
て
の
学
習
経
験
の
蓄
積
が
あ
る
｡
こ
の
経
験
の
蓄
積
に
支
え
ら
れ
て
'
と
し
よ
り
に
席

を
ゆ
ず
る
と
い
う
道
徳
は

｢娘
A
L
の
行
動
を
方
向
づ
け
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
｡

こ
れ
に
対
し
て

｢娘
｣
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
｡
｢娘
｣
は
ど
れ
ほ
ど
と
し
よ
り
に
つ
い
て
の
学
習
経
験
を
積
ん
で
き
た
の
か
｡
r夕
焼

け
L
の
叙
述
に
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
｡
全
く
不
明
で
あ
る
｡
し
か
し
､
H
で
指
摘
し
た
よ
う
に
､
｢娘
｣
は
び
っ
く
り
し
て
み
せ
る
だ

け
の
心
の
余
裕
す
ら
な
く

｢う
つ
む
い
て
｣
い
る
｡
席
を
ゆ
ず
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
殆
ど
強
迫
観
念
と
し
て

｢娘
｣
を
縛
り

つ
け
､
自
然
な
心
の
動
き
の
発
露
さ
え
も
妨
げ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
｡
｢娘
｣
に
お
い
て
は
'
席
を
ゆ
ず
る
と
い
う
道
徳
は
､
そ
の

行
動
を
方
向
づ
け
る
だ
け
の
と
し
よ
り
に
つ
い
て
の
学
習
経
験
の
支
え
を
も
た
ぬ
も
の
.な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
｢超
自
我
の
道
徳
は
､

自
己
嫌
悪

･
忍
従
的
遵
守

･
感
情
の
抑
え
つ
け

･
意
識
め
稀
薄
化
等
々
の
重
大
な
心
理
的
な
代
価
を
う
ば
う
こ
と
が
あ
る
3
:J
と
い
う
｡
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｢娘
｣
に
と
っ
て
席
を
ゆ
ず
る
と
い
う
道
徳
は
､
ま
さ
に
こ
の
超
自
我
的
道
徳
で
し
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
､
｢娘
｣
は

｢娘
A
｣
に
比
べ
て
ひ
弱
で
未
熟
な
人
物
と
し
て
み
ら
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
で
あ
ろ
う
｡

特
に
､
そ
の
自
我
の
脆
さ
が
際
立
つ
｡
事
の
大
小
の
区
別
を
つ
け
'
過
剰
な
自
責
を
排
し
'
常
に
客
観
的
な
言
動
に
お
い
て
そ
の

1
貫
性

を
保
っ
て
い
く
と
い
う
自
我
の
働
き
が
､
お
よ
そ
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡

人
は
'
各
々
の
直
面
す
る
問
題
が
自
分
の
生
き
方
の
原
則
に
深
く
関
わ
れ
ば
関
わ
る
程
､
そ
の
苦
し
み
も
増
す
の
で
あ
る
｡
生
き
方
の

根
幹
に
抵
触
す
る
よ
う
な
こ
と
を
為
し
た
場
合
に
こ
そ
'
最
も
深
刻
な
自
責
の
苦
し
み
を
負
う
の
で
あ
る
｡
何
が
生
き
方
の
原
則
で
あ
り

根
幹
で
あ
る
か
は
､
各
人
が
決
め
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
に
よ
っ
て
各
人
の
言
動
体
系
の
あ
り
方
が
確
立
す
る
の
で
あ
る
｡

｢娘
｣
に
は
'
こ
う
し
た
自
分
の
生
き
方
の
原
則
を
確
立
し
､

1
貫
し
た
言
動
体
系
を
持
し
て
い
こ
う
と
す
る
志
向
性
が
乏
し
い
よ
う
で

あ
る
｡
例
え
ば
､
と
し
よ
り
に
席
を
ゆ
ず
る
と
い
う
こ
と
は
三
度
目
で
放
棄
し
､

一
貫
し
て
何
度
で
も
ゆ
ず
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
｡
中

途
半
端
で
あ
る
｡
も
し
三
度
も
ゆ
ず
る
必
要
が
な
い
と
い
う
の
な
ら
'
｢下
唇
を
キ
ユ
ツ
と
噛
ん
で
/
身
体
を
こ
わ
ば
ら
せ
｣
た
り
し
な

く
て
よ
い
｡
｢娘
｣
に
あ
る
の
は
､
他
人
の
目
に
対
す
る
過
剰
な
意
識
と
'
席
を
ゆ
ず
ら
ね
ば
悪
い
と
い
う
強
迫
観
念
､
そ
し
て
､
席
を

ゆ
ず
れ
な
か
っ
た
自
分
へ
の
過
剰
な
自
責
だ
け
で
あ
る
｡
｢娘
｣
に
は
､
自
我
が
確
立
で
き
て
い
な
い
｡

二
､

｢僕
｣
の
み
か
た
の
限
界
と
問
題

｢娘
｣
は
ひ
弱
で
未
成
熟
で
あ
る
o
こ
れ
が

一
節
で
の
結
論
で
あ
っ
た
o
と
こ
ろ
が
､
｢僕
｣
は

｢娘
｣
に
つ
い
て
こ
れ
と
は
お
よ
そ
対

照
的
な
み
か
た
を
し
て
い
る
｡
｢僕
｣
に
言
わ
せ
れ
ば
､
①

｢娘
｣
は

｢可
哀
想
｣
な
の
で
あ
る
｡
②

｢娘
｣
は

｢他
人
の
つ
ら
さ
を
自

分
の
つ
ら
さ
の
よ
う
に
感
じ
｣
て
い
る
の
で
あ
り
'
③

｢
や
さ
し
い
心
の
持
ち
主
｣
な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
②
③
ゆ
え
に
'
④

｢娘
｣
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は

｢受
難
者
｣
と
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
の

｢僕
｣
の
み
か
た
を
批
判
す
る
｡

よ

に
つ
い
て
I

｢僕
｣
は

｢娘
｣
の
こ
と
を

｢可
哀
想
に
｣
と
い
う
｡
こ
の

｢可
哀
想
に
｣
は
､
｢娘
｣
の
陥
っ
た
状
況
を
酷
だ
と
み
な
し
､
同
情
し
い

た
わ
る
表
現
で
あ
る
｡
｢娘
｣
に
対
す
る
憐
偶
の
情
の
表
現
で
あ
る
｡

し
か
し
､

一
節
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
'
た
か
が
三
度
に
わ
た
っ
て

｢娘
｣
の
と
こ
ろ
に
ば
か
り
集
中
的
に
と
し
よ
り
が
立
っ
た
と

い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
い
さ
さ
か
困
り
は
す
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
甚
だ
し
い
人
権
侵
害
を
被
っ
た
と
い
う
事
態
と
は
わ

け
が
違
う
｡
む
し
ろ
､
若
い
元
気
な
者
が
満
員
電
車
の
中
で
す
わ
ろ
う
な
ど
と
考
え
る
こ
と
自
体
が
軟
弱
だ
と
､
逆
に
叱
責
さ
れ
て
も
仕

方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

一
体
ど
こ
が
酷
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
程
度
の
こ
と
で

｢可
哀
想
｣
だ
と
同
情
す
る
の
で
あ
れ
ば
'
も
っ
と
深
刻

な
事
態
に
陥
っ
た
場
合
に
は
何
と
い
う
つ
も
り
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡

r夕
焼
け
J
の
叙
述
の
中
に
は
ど
こ
に
も
'
別
に

｢娘
｣
が
足
の
不
自
由
な
人
だ
と
か
'
病
気
で
あ
る
な
ど
と
は
書
い
て
い
な
い
｡
｢娘
｣

ヽ

は
特
殊
な
事
情
を
背
負
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
､
五
体
満
足
な
若
者
だ
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
も
'
｢娘
｣
と
い
う
の
だ

か
ら
充
分
自
分
の
意
志
と
判
断
で
事
態
を
打
開
し
て
い
く
力
を
持
っ
て
い
る
は
ず
の
年
齢
で
あ
る
｡
保
護
を
必
要
と
す
る
小
さ
い
子
ど
も

で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
人
物
に
対
し
て

｢可
哀
想
に
｣
と
い
う
の
は
'
過
保
護
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
む
し
ろ
'
自
立
し
た

人
間
で
あ
る
べ
き

｢娘
｣
に
対
す
る
侮
辱
で
は
な
い
か
｡

｢僕
｣
は
､
｢娘
｣
が
自
分
の
意
志
を
も
ち
'
自
分
の
陥
っ
た
状
況
を
自
力
で
打
開
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
独
立
し
た
人
格
の
持
主
だ

と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
は
い
な
い
｡
む
し
ろ
､
そ
の
よ
う
に
は
自
立
し
て
い
な
い
'
か
弱
く
無
力
な
保
護
を
必
要
と
す
る
人
間
だ
と

い
う
こ
と
を
前
提
し
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
そ

｢可
哀
想
に
｣
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡
憐
慨
の
情
を
寄
せ
た
く
な
る
の
で
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あ
る
｡
｢娘
｣
･を
自
立
し
た
人
間
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
で
み
れ
ば
'
｢可
哀
想
に
｣
な
ど
と
い
う
わ
け
が
な
い
｡
む
し
ろ
､
｢娘
｣

の
対
応
の
し
か
た
を
自
立
し
た
人
間
に
は
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
ふ
が
い
な
い
も
の
と
思
う
は
ず
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
｢可
哀
想
に
｣
で
は
な

く
､
｢情
け
な
い
こ
と
に
｣
と
い
う
で
あ
ろ
う
｡
｢情
け
な
い
こ
と
に
｣
と
い
わ
ず
に

｢可
哀
想
に
｣
と
し
か
い
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
､

｢僕
｣
が

｢娘
｣
を
基
本
的
に
ど
う
み
て
い
る
か
と
い
す
前
提
が
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

-
-
書

に
つ
い
て
-

｢僕
｣
は

｢娘
｣
が

｢他
人
の
つ
ら
さ
を
自
分
の
つ
ら
さ
の
よ
う
に
感
じ
る
｣
が
ゆ
え
に
､
そ
の

｢や
さ
し
い
心
に
責
め
ら
れ
｣
て
い
る

の
だ
と
い
う
｡
｢や
さ
し
い
心
｣
に
せ
よ
､
｢他
人
の
つ
ら
さ
を
自
分
の
つ
ら
さ
の
よ
う
に
感
じ
る
｣
に
せ
よ
へ
こ
れ
ら
は
み
な
､
｢娘
｣

に
対
す
る
は
め
言
葉
で
あ
る
｡
｢僕
｣
は

｢娘
｣
の
心
の
内
に
善
さ
を
見
て
は
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
'
こ
の
み
か
た
も
ま
た
へ
か
え
っ
て

｢娘
｣
に
対
す
る
侮
辱
で
は
な
い
の
か
｡

｢娘
｣
は
客
観
的
に
は
三
人
目
の
と
し
よ
り
に
は
席
を
ゆ
ず
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
｢娘
｣
に

｢や
さ
し
い
心
｣
が
あ
る
と
い
う
の
な

ら
'
こ
の
客
観
的
な
行
動
の
事
実
は
ど
う
な
る
の
か
｡
こ
の
客
観
的
な
行
動
を

｢僕
｣
は
全
く
問
題
に
せ
ず
に

｢娘
｣
を
評
価
し
て
い
る
｡

｢僕
｣
が
問
題
に
す
る
の
は
､
客
観
的
な
行
動
で
は
な
く
､
｢娘
｣
の
心
の
中
で
あ
る
Q
｢娘
｣
の
心
の
中
に
あ
る
善
さ
を
と
り
た
て
る
こ

と
に
よ
っ
て
､
逆
に
'
そ
の
客
観
的
な
行
動
を
不
問
に
付
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡

客
観
的
に
何
を
為
し
た
か
を
問
う
こ
と
な
く
'
そ
の
と
き
の
心
の
も
ち
方
に
つ
い
て
の
み
同
情
さ
れ
い
た
わ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
､

あ
る
い
は

｢娘
｣
に
と
っ
て
は

一
時
的
な
慰
め
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
こ
の
こ
と
は
､
客
観
的
な
行
動
に
つ
い
て
責
任
を
ひ
き

う
け
'
自
ら
の
行
動
と
認
識
を
正
し
て
い
く
主
体
と
し
て

｢娘
｣
を
尊
重
す
る
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

自
分
の
言
動
に
つ
い
て
そ
の
責
任
を
ひ
き
受
け
､
心
の
内
の
さ
ま
ざ
ま
に
対
立
し
あ
う
種
々
の
思
い
を
整
序
L
t
客
観
的
な
言
動
に
お
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い
て
そ
の
あ
り
方
を
正
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
､
自
我
の
働
き
が
あ
る
｡
つ
ま
り
､
認
識
と
行
動
と
を
統

i
的
に
統
御
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
'

自
我
の
働
き
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
行
動
に
つ
い
て
は
席
を
立
っ
た
り
立
た
な
か
っ
た
り
で
支
離
滅
裂
で
あ
る
も
の
の
､
心
の
中
に
は

｢や

さ
し
さ
｣
が
あ
る
な
ど
と
は
め
る
こ
と
は
､
認
識
と
行
動
と
を
統

一
す
る
自
我
の
働
き
を
'
｢僕
｣
が

｢娘
｣
に
認
め
よ
う
と
は
し
て
い

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

し
か
も
､
人
は
'
内
的
な
理
由
い
か
ん
に
よ
ら
ず
客
観
的
な
行
動
に
つ
い
て
自
ら
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
内
的
な
理
由
を
も
ち

出
し
て
言
い
訳
す
る
こ
と
で
客
観
的
な
行
動
を
不
問
に
付
す
と
い
う
こ
と
が
通
る
な
ら
ば
､
そ
の
個
人
の
負
う
べ
き
責
任
は
な
し
く
ず
L

に
な
る
｡

例
を
挙
げ
る
｡

駅
裏
の
独
り
暮
ら
し
の
老
人
宅
で
は
'
そ
の
周
囲
や
庭
先
に
.W
で
自
転
車
を
置
く
者
が
後
を
絶
た
な
い
｡
取
り
除
い
て
も
取
り
除
い
て

も
際
限
な
い
自
転
車
の
洪
水
に
､
老
人
は
押
し
っ
ぷ
さ
れ
か
か
っ
て
い
る
｡
せ
め
て
玄
関
先
に
は
置
か
な
い
で
く
れ
と
い
く
ら
懇
願
し
て

も
だ
め
で
あ
る
｡
｢娘
B
｣
も
時
々
つ
い
他
人
の
ま
ね
を
し
て
自
転
車
を
置
い
て
い
っ
て
し
ま
う
｡
皆
が
そ
う
し
て
い
る
L
t
遅
刻
し
そ

う
で
も
あ
る
上
に
'
な
か
な
か
置
き
場
所
が
見
当
ら
な
い
｡
公
営
の
自
転
車
置
場
は
あ
る
に
は
あ
る
が
'
遠
回
り
に
な
る
の
で
行
く
気
に

な
ら
な
い
｡
し
か
し
､

1
方
で
は
気
が
と
が
め
も
す
る
｡
古
い
小
さ
い
家
の
ま
わ
り
の
自
転
車
の
洪
水
と
'･
時
お
り
悲
し
気
な
顔
を
窓
か

ら
み
せ
る
老
人
を
み
る
と
､
い
つ
も
顔
を
こ
わ
ば
ら
せ
て
そ
そ
く
さ
と
そ
の
場
を
立
ち
去
っ
て
し
ま
う
｡

こ
の
場
合

｣

い
か
に

｢娘
B
L
が
心
を
痛
め
'
老
人
の
つ
ら
さ
を
自
分
の
つ
ら
さ
の
よ
う
に
感
じ
る
と
い
っ
て
も
'
そ
れ
で
老
人
に
対

す
る
無
神
経
な
行
為
を
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
が
な
い
｡
む
し
ろ
'
こ
の
行
動
を
不
問
に
付
し
て

｢娘
B
｣
の
心
の
善
さ
を
と
り

た
て
て
は
め
る
と
す
れ
ば
､
誠
に
不
道
徳
で
あ
る
｡
自
転
車
置
場
の
件
は
､
老
人
に
対
す
る
不
特
定
多
数
の
者
に
よ
る
人
権
侵
害
で
あ
る
｡

｢娘
B
｣
も
､
い
か
に
心
を
痛
め
自
責
す
る

｢や
さ
し
さ
｣
が
あ
ろ
う
と
も
､
そ
の
責
任
の

一
端
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
間
題
を
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抜
き
に
し
て

｢娘
B
｣
の
心
の
あ
り
方
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡

同
様
に
､
｢僕
｣
が

｢娘
｣
の
行
動
を
切
り
離
し
て
そ
の
心
の
善
さ
を
は
め
る
の
も
'
不
道
徳
な
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
も
､
こ
れ
で
は

評
価
を
誤
る
こ
と
に
な
る
｡
い
か
に

｢他
人
の
つ
ら
さ
を
自
分
の
つ
ら
さ
の
よ
う
に
感
じ
｣
て
い
る
と
し
て
も
'
｢娘
｣
は
客
観
的
に
は

と
し
よ
り
に
席
を
ゆ
ず
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
他
人
の
つ
ら
さ
に
対
す
る
思
い
や
り
が
行
動
と
結
び
つ
か
ず
､
た
だ
他
人
の
つ
ら
さ
を

感
じ
て
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
な
ら
'
そ
れ
は
感
傷
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
他
人
の
つ
ら
さ
に
対
し
て
実
際
的
に
自
分
に
何
が
で

き
る
か
を
考
え
も
し
な
い
思
い
や
り
は
､
単
な
る
感
傷
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
も
の
を
と
り
た
て
て
は
め
る
こ
と
自
体
が
誠
に
不
道
徳
な

こ
と
だ
と
'
｢僕
｣
は
気
づ
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡

｢僕
｣
に
は
次
の
批
判
が
で
て
く
る
の
を
封
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

｢娘
は
や
さ
し
く
も
な
く
､
他
人
の
つ
ら
さ
も
わ
か
っ
て
い
な
い
｡
そ
の
証
拠
に
､
三
人
目
の
と
し
よ
り
に
対
す
る
行
動
の
事
実
が
あ
る
｡

こ
の
事
実
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
で
も
な
お
娘
が
や
さ
し
く
他
人
の
つ
ら
さ
が
わ
か
っ
て
い
る
と
主
張
で
き
る
だ
け
の
根
拠
が
'

他
に
あ
る
の
か
｡｣

む
し
ろ
'
客
観
的
行
動
に
照
ら
し
て

｢僕
｣
の
主
張
の
方
が
疑
わ
し
い
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
｡

-

③
に
つ
い
て
-

｢娘
｣
は
三
人
目
の
と
し
よ
り
に
は
つ
い
に
席
を
ゆ
ず
ら
ず

｢下
唇
を
キ
ユ
ツ
と
噛
ん
で
/
身
体
を
こ
わ
ば
ら
せ
て
｣
い
る
だ
け
で
あ
っ

た
｡
こ
れ
が
'
｢娘
｣
の
と
っ
た
客
観
的
な
行
動
で
あ
る
｡
こ
の
行
動
に
照
ら
し
て
､
｢娘
｣
を

｢
や
さ
し
い
心
の
持
ち
主
｣
と
す
る

｢僕
｣
の
み
か
た
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
｡

も
ち
ろ
ん
､
｢娘
｣
に
は
と
し
よ
り
の
つ
ら
さ
を
思
い
や
る
気
持
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
多
少
と
も
そ
の
気
持
が
あ
っ
た
が
ゆ
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え
に
'
｢娘
｣
は
二
度
も
席
を
ゆ
ず
り
'
三
度
目
に
は
自
費
の
念
に
か
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
こ
の
程
度
の
思
い
や
り
の
心
を

｢や
さ
し
い
心
｣
と
呼
ぶ
用
語
法
が
あ
る
こ
と
は
､
認
め
て
も
よ
い
｡

し
か
し
へ
そ
の

｢
や
さ
し
さ
｣
と
は
､
自
分
の
都
合
の
よ
い
と
き
に
は
発
揮
で
き
る
が
､
苦
境
に
陥
っ
た
と
き
に
は
た
ち
ま
ち
萎
え
し

ぼ
み
､
客
観
的
な
行
動
を
ひ
き
出
す
力
の
な
い
も
の
に
す
ぎ
な
い
｡
そ
し
て
､
場
合
に
よ
っ
て
は

｢
や
さ
し
さ
｣
と
は
逆
の
酷
な
こ
と
を

他
人
に
行
な
い
へ
｢
や
さ
し
さ
｣
ゆ
え
に
そ
の
こ
と
に
心
が
傷
つ
い
た
り
す
る
の
で
あ
る
｡プ

ラ又

も
は
や
'
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

｢
や
さ
し
さ
｣
は
､
こ
の
語
が
本
来
も
っ
て
い
る
正

の

評
価
語
と
し
て
の
機
能
を
喪
失
し
て
し
ま

マイ
ナ
ス

っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
'
む
し
ろ

負

の

評
価
語
に
変
質
し
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
限
り
な
く

｢
ひ
弱
｣
｢軟
弱
｣
｢優
柔
不
断
｣
な
ど

と
い
う
語
に
近
い
も
の
で
あ
る
｡

そ
れ
な
ら
ば
'
端
的
に

｢
ひ
弱
｣
｢軟
弱
｣
と
い
え
ば
よ
い
｡
当
を
得
た
的
確
な
語
で
語
る
こ
と
に
よ
り
'
現
実
の
客
観
的
な
行
動
を

偽
ら
ず
直
視
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
｡

｢娘
｣
の

｢と
し
よ
り
｣
を
思
う
気
持
は
'
｢
や
さ
し
さ
｣
と
呼
ば
ず

｢感
傷
｣
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
｢娘
｣
は

｢
や
さ
し

い
｣
の
で
は
な
く
'
｢
ひ
弱
｣
で
あ
り

｢軟
弱
｣
な
の
で
あ
る
｡
｢僕
｣
は
'
｢
ひ
弱
｣
｢軟
弱
｣
を

｢
や
さ
し
さ
｣
と
と
り
ち
が
え
て
い
る

の
で
あ
る
｡

よ

に
つ
い
て
-

｢僕
｣
は

｢娘
｣
を

｢受
難
者
｣
だ
と
い
う
｡
｢娘
｣
は

｢他
人
の
つ
ら
さ
を
自
分
の
つ
ら
さ
の
よ
う
に
感
じ
る
｣
感
受
性
を
持
っ
て
お

り
'
そ
れ
ゆ
え
に
と
し
よ
り
を
立
た
せ
た
ま
ま
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
自
責
の
苦
し
カ
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
､

｢僕
｣
は

｢娘
｣
の
こ
と
を

｢受
難
者
｣
だ
と
い
う
の

であ
る
｡
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し
か
し
､

1
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
'
｢娘
｣
に
は
お
よ
そ
事
の
大
小
の
区
別
が
つ
か
ず
'
自
分
の
言
動
体
系
を
確
立
で
き
て
い
な
い

と
い
う
未
熟
さ
が
あ
る
｡
事
の
大
小
の
区
別
を
す
る
こ
と
で
自
分
の
感
情
を
統
御
し
､
過
剰
な
自
責
の
念
か
ら
自
分
を
守
る
だ
け
の
強
い

自
我
が
無
い
｡
そ
の
た
め
に

｢娘
｣
は
過
剰
な
自
責
の
苦
し
み
を
負
っ
て
し
ま
っ
た
に
す
ぎ
な
い
｡
自
分
の
感
情
の
統
御
機
能
の
未
熟
さ

ゆ
え
に
苦
し
ん
で
い
る
者
を
指
し
て

｢受
難
者
｣
と
呼
ぶ
の
は
､
異
常
な
用
語
法
で
あ
る
｡

し
か
も
､
と
し
よ
り
に
席
を
ゆ
ず
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
自
責
の
苦
し
み
程
度
の
こ
と
を

｢受
難
｣
と
い
う
こ
と
自
体
が
'

｢娘
｣
と
同
様
'
事
の
大
小
の
区
別
の
つ
か
な
い
み
か
た
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
冥
罪
で
人
生
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
人
の
こ
と
を

｢受
難
者
｣
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
祖
国
の
戦
乱
ゆ
え
に
流
浪
の
民
と
な
っ
て
苦
し
む
人
の
こ
と
を

｢受
難
者
｣
と

呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
｡
｢受
難
者
｣
と
は
'
何
ら
か
の
大
義
ゆ
え
に
受
け
な
く
て
よ
い
難
を
受
け
る
者
の
こ
と
で
あ
る
｡
と
し
よ

り
に
席
を
ゆ
ず
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
自
責
の
苦
し
み
に
'

1
体
ど
の
よ
う
な
大
義
が
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
.
｢僕
｣

の
み
か
た
は
全
く
の
誇
張
で
あ
り
'
過
剰
な
思
い
入
れ
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
､
と
し
よ
り
を
立
た
せ
た
ま
ま
に
し
て
し
ま
っ
た
の
は

｢娘
｣
自
身
で
あ
る
｡
そ
れ
に
良
心
の
珂
責
を
感
ず
る
と
し
て
も
t
や

む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
を

｢難
し
と
い
う
の
で
は
へ
個
人
が
持
つ
べ
き
責
任
倫
理
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
｡

人
は
自
分
の
為
し
た
客
観
的
な
行
動
に
つ
い
て
'
そ
れ
が
ひ
き
お
こ
す
結
果
を
ひ
き
う
け
る
■べ
き
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
･
そ
れ
に
伴
う
苦
し

み
も
ひ
き
う
け
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
の
苦
し
み
を

｢難
｣
な
ど
と
い
う
の
で
は
'
自
分
の
行
動
が
そ
の
苦
し
み
の
原
因
だ
と
い
う
こ
と
を

忘
れ
て
'
被
害
者
意
識
を
生
じ
さ
せ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
.
こ
れ
は
､
転
倒
し
た
み
か
た
に
は
か
な
ら
乃
い
,.

以
上
の
理
由
で
'
｢僕
｣
が

｢娘
｣
を

｢受
難
者
｣
と
い
う
の
は
不
適
切
で
あ
る
｡

以
上
で
と
り
あ
げ
た

｢僕
｣
の

｢娘
｣
に
対
す
る
み
か
た
は
'
同
情
と
共
感
が
含
ま
れ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
｡
｢僕
｣
は

｢娘
｣
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に

｢
や
さ
し
さ
｣
｢美
し
さ
｣
が
あ
る
と
み
な
し
､
｢娘
｣
の
自
責
の
苦
し
み
が
そ
れ
ゆ
え
の
も
の
だ
と
し
て
､
強
い
共
感
と
同
情
を
寄
せ

て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢僕
｣
は

｢娘
｣
を
､
自
分
の
意
志
を
持
ち
自
分
の
判
断
で
事
態
を
打
開
す
る
力
を
持
っ
た
自
律
的
な
自
我
の
持
主
だ
と
み
よ
う
と
は
し

て
い
な
い
｡
｢僕
｣
が

｢娘
｣
に
ひ
か
れ
て
い
る
の
は
､
｢娘
｣
が
自
律
的
な
自
我
の
持
主
だ
か
ら
で
は
な
く
､
保
護
を
必
要
と
す
る
よ
う

な
弱
く
て
脆
い

｢や
さ
し
さ
｣
の
持
主
だ
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
｢僕
｣
の
願
望
で
も
あ
る
｡
保
護
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
弱
く
て
脆

い

｢
や
さ
し
い
｣
存
在
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
願
望
で
あ
る
｡

し
か
も
'
｢僕
｣
自
身
が
現
代
社
会
に
お
い
て
'
そ
の

｢や
さ
し
さ
｣
ゆ
え
に
傷
つ
い
た
り
苦
し
ん
だ
り
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
｡
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
'
｢僕
｣
は

｢娘
｣
の
姿
に
自
分
と
同
質
の
も
の
が
あ
る
と
感
じ
'
過
剰
な
ま
で
の
共
感
を
寄

せ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
む
し
ろ
､
｢僕
｣
は

｢娘
｣
の
姿
に
自
分
を
投
影
し
て
い
る
の
で
あ
り
'
そ
の
た
め
に

｢娘
｣
を
つ
き
放
し

て
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
.

し
か
し
､
そ
の

｢
や
さ
し
さ
｣
ゆ
え
に
傷
つ
い
た
り
苦
し
ん
だ
り
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
思
い
は
'
実
は
自
我
の
脆
弱
さ
の
あ
ら
わ
れ

で
あ
ろ
う
.
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
､
す
で
に

1
節
及
び
本
節
で
論
じ
た
.
も
し

｢娘
｣
が

｢娘
A
L
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
た
と
し

た
ら
､
｢僕
｣
は
こ
れ
程
感
傷
的
な
思
い
入
れ
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
む
し
ろ
白
け
た
思
い
に
な
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
｡

こ
う
し
て

｢僕
｣
と
い
う
人
物
の
性
格
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
｡
｢僕
｣
自
身
､
か
な
り
未
成
熟
な
大
人
子
供
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
｡

｢僕
｣
の
も
の
の
み
か
た
は
､
自
立
へ
の
志
向
性
が
お
よ
そ
み
ら
れ
な
い
｡
未
成
熟
な
男
が
､
未
成
熟
な

｢娘
｣
に
同
質
の
甘
え
を
見
出

し
'
行
動
を
伴
わ
な
い
感
傷
に
浸
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡

表
現
上
の
特
色
が
､
こ
の
見
方
を
支
持
し
補
強
す
る
｡-
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｢何
故
っ
て
｣
と
い
う
幼
児
性
す
ら
感
じ
さ
せ
る
口
語
表
現
は
ど
う
か
｡
ま
た
､
｢
下
唇
を
キ
ユ
ツ
と
噛
ん
で
/
身
体
を
こ
わ
ば
ら
せ
て

-

｡｣
と
い
う
思
わ
せ
ぶ
り
な
余
情
表
現
は
ど
う
か
.
堂
々
と
最
後
の
述
語
ま
で
自
分
の
責
任
に
お
い
て
い
い
き
る
と
い
う
構
え
が
無

い
｡
こ
れ
ら
は
お
よ
そ
､
成
熟
し
た
中
年
の
男
か
ら
は
到
底
出
て
こ
な
い
表
現
で
あ
る
｡
未
成
熟
な
男
が
そ
の
幼
児
性
を
や
さ
し
さ
だ
と

勘
違
い
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
出
て
く
る
表
現
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
､
読
者
に
対
す
る
甘
え
と
婚
び
す
ら
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
て
r夕
焼
け
J
の
詩
は
､
｢僕
｣
の
語
る
内
容
と
そ
の
表
現
の
し
か
た
と
が

一
体
と
な
っ
て
､
未
成
熟
な
ひ
弱
な
人
物
像
を
作
り

あ
げ
る
こ
と
に
は
'
少
く
と
も
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

三
､
授
業
に
お
け
る

｢
自
我
｣

の
欠
落

西
郷
竹
彦
氏
は
次
の
よ
う
に
い
う
｡

｢
(｢夕
焼
け
L
は
)
中
学
生
の
共
感
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
へ
お
も
し
ろ
い
詩
で
す
｡
-
-
子
ど
も
た
ち
と

一
緒
に
や
っ
て
い
け
ば
'
い
か

に
み
ご
と
に
で
き
て
い
る
か
を
思
い
知
る
だ
け
で
な
く
へ
あ
ら
た
め
て
深
い
感
動
を
お
ぼ
え
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
｡｣
は

ま
た
'
指
導
書
で
は
次
の
よ
う
に
い
う
｡

｢
こ
の
作
品
そ
の
も
の
へ
の
共
感
の
上
に
重
ね
て
'
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
右
の
様
な
話
題
性

(rや
さ
し
い
心
J
の
あ
り
方
)
を
各
自
の
日

常
生
活
に
立
ち
帰
っ
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
こ
の
年
ご
ろ
の
読
み
手
の
心
の
中
に
'
よ
う
や
く
芽
生
え
つ
つ
あ
る
'
自
分
の
生

き
方
'
人
間
の
生
き
方
を
見
つ
め
る
目
の
深
ま
り
を
促
進
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
｡｣
e

こ
れ
ら
の
論
は
い
ず
れ
も
t
r夕
焼
け
L
の
詩
に
対
し
て
生
徒
が
共
感
す
る
こ
と
が
当
然
だ
と
み
な
し
'
そ
れ
を
読
解
指
導
の
不
可
欠
の

目
標
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
論
ば
か
り
で
は
な
く
'

一
般
に
ど
の
授
業
も

｢娘
｣
と

｢僕
｣
の
心
情
､
も
の
の
み
か
た
に

生
徒
を
共
感
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
す
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る

S｡
こ
の
詩
が
読
め
る
と
い
う
こ
と
は
'
｢娘
｣
と

｢僕
｣
の
心
情
'
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も
の
の
み
か
た
に
対
し
て
読
者
が
共
感
す
る
こ
と
だ
と
い
う
'
根
強
い
考
え
方
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
い
い
か
え
れ
ば
へ
こ
の
詩
が
読
め
て

い
る
か
否
か
は
､
読
者
が

｢娘
｣
と

｢僕
｣
に
ど
れ
程
共
感
し
え
て
い
る
か
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
'
授
業
で
は
､
い
か
に
生
徒
に
共
感
さ
せ
る
か
が
問
題
と
な
る
｡
冒
頭
の

｢本
論
の
見
通
し
｣
で
挙
げ
た
よ
う
な
生
徒
の

疑
問
や
批
判
は
､
共
感
で
き
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
｡

例
え
ば
'
①

｢席
を
か
わ
ら
な
か
っ
た
く
ら
い
で
r下
唇
を
キ
エ
ツ
と
噛
ん
で
'
身
体
を
こ
わ
ば
ら
せ
て
J
い
る
と
い
う
の
が
理
解
で
き

な
い
｣
と
い
う
生
徒
が
い
る
o
こ
れ
は
'
す
で
に

t
節
で
述
べ
た
通
り
'
誠
に
こ
の
通
り
で
あ
り
'
理
解
で
き
な
い
と
思
う
方
が
当
然
で

あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
こ
れ
に
対
し
て
は
､
｢娘
｣
が

｢下
唇
を
キ
ユ
ツ
と
噛
ん
で
-
-
｣
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
の
は
周
囲
と
の
違
和
感

に
傷
つ
い
た
か
ら
だ
と
か
､
そ
も
そ
も

｢娘
｣
が

｢や
さ
し
い
心
の
持
ち
主
｣
で
あ
る
た
め
に
傷
つ
き
や
す
い
か
ら
だ
な
ど
と
教
え
る
こ

ヽ
ヽ
ヽ

と
で
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
｡
｢娘
｣

に
と
っ
て
は

｢席
を
か
わ
ら
な
か
っ
た
く
ら
い
で
｣
と
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
か
っ
た
の
で
あ
り
'
そ
の

｢
や
さ
し
い
心
｣
に
共
感
で
き
な
け
れ
ば
い
け
な
い
､
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡

ま
た
'
②

｢
そ
ん
な
に
苦
し
む
く
ら
い
な
ら
な
ぜ
席
を
ゆ
ず
ら
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
｣
と
い
う
生
徒
が
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
は
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

｢娘
｣
は
周
囲
と
の
違
和
感
に
傷
つ
き
'
立
て
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
て
'
立
た
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
と
教
え
る
｡
そ
し
て
､

行
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

｢娘
｣
の
苦
衷
に
同
情
と
共
感
を
も
た
せ
る
こ
と
で
'
生
徒
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
｡

し
か
し
､
こ
れ
ら
の
方
法
で
右
の
生
徒
の
疑
問
や
批
判
が
解
消
す
る
で
あ
ろ
う
か
｡

①
に
つ
い
て
は
ど
う
か
｡
周
囲
と
の
違
和
感
に
傷
つ
い
た
か
ら

｢下
唇
を
キ
ユ
ツ
と
噛
ん
で
-
-
｣
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
仮
に
認

め
.る
と
し
よ
う
｡
し
か
し
､
そ
う
だ
と
し
て
も
､
席
を
か
わ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
で
周
囲
の
目
を
気
に
L
t
違
和
感
に
傷
つ
く

よ
う
な
ひ
弱
さ
は
ど
う
な
の
か
｡
こ
れ
に
対
す
る
批
判
は
依
然
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
｡

②
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡
意
志
的
に
席
を
立
た
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
'
周
囲
の
目
ゆ
え
に
立
て
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
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の
で
は
'
ま
す
ま
す
､
自
分
の
意
志
で
行
動
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
ひ
弱
さ
へ
の
批
判
は
強
ま
る
だ
け
で
あ
る
｡

こ
う
し
て
い
ず
れ
も
疑
問
や
批
判
を
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
右
の
よ
う
な
説
明
で
は
､
｢娘
｣
の
ひ
弱
さ

･
優
柔
不
断

･
事
の

大
小
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
の
な
さ
に
対
す
る
疑
問
や
批
判
は
残
る
の
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
､
授
業
で
は
'
こ
れ
ら
の
疑
問
や
批
判
は

｢娘
｣
の
心
情
が
理
解
で
き
て
い
な
い
と
い
う
読
み
の
不
足
の
あ
ら
わ
れ
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
し
て
切
り
捨
て
る
こ
と
に
な
る
｡
残
る
方
法
は
､
｢娘
｣
に
共
感
す
る
よ
う
生
徒
に
強
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
｢娘
｣

の
気
持
に
な
っ
て
み
る
こ
と
を
促
し
'
そ
れ
以
外
の
観
点
で
つ
き
放
し
て

｢娘
｣
を
み
る
こ
と
で
は
こ
の
詩
は
わ
か
ら
な
い
と
し
て
そ
れ

を
禁
ず
る
こ
と
で
あ
る
｡
｢娘
｣
の
気
特
に
な
っ
て
み
る
こ
と
だ
け
が
'
こ
の
詩
を
読
む
唯

一
正
し
い
方
法
だ
と
､
不
当
に
狭
く
限
定
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
r夕
焼
け
L
の
よ
う
な
詩
が
良
い
詩
だ
と
喜
ば
れ
共
感
を
呼
ぶ
文
化
状
況
と
は
'
ど
の
よ
う
な
特
質
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
｡
そ
れ
は
､
た
と
え
ば

｢娘
A
｣
の
よ
う
な
行
動
と
認
識
に
対
し
て
は
違
和
感
を
感
じ
白
け
た
思
い
に
な
る
よ
う
な
文
化
状
況
で
は

な
い
の
か
｡

｢娘
A
L
は
基
本
的
に
も
の
に
動
じ
な
い
｡
困
っ
た
状
況
に
陥
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
に
負
け
る
こ
と
も
な
い
｡
む
し
ろ
困
っ
た
状
況

に
陥
っ
た
自
分
を
つ
き
放
し
､
お
か
し
さ
さ
え
見
出
し
て
微
苦
笑
す
る
余
裕
が
あ
る
｡
ま
し
て
や
､
｢自
分
ば
か
り
立
つ
の
は
ひ
ど
い
｣

な
ど
と
つ
ま
ら
ぬ
損
得
計
算
を
し
て
不
公
平
感
を
つ
の
ら
せ
た
り
､
他
人
と
違
う
こ
と
を
す
る
の
は
い
た
た
ま
れ
な
い
な
ど
と
考
え
な
い
｡

満
員
電
車
の
中
で
立
っ

て
い
る
の
は
大
変
だ
ろ
う
と
思
い
す
ぐ
行
動
す
る
だ
け
で
あ
る
｡

何
事
も
な
し
え
ず
'
た
だ
ひ
た
す
ら
身
を
固
く
し
て
う
つ
む
い
て
し
ま
う

｢娘
｣
の
ひ
弱
さ
と
は
'
対
照
的
で
あ
る
｡
そ
の
行
動
と
認

識
の
あ
り
方
は
'
感
傷
や
他
人
に
対
す
る
依
存
的
傾
向
へ
甘
え
か
ら
遠
く
隔
っ
て
い
る
｡
感
傷
や
甘
え
が
共
感
を
呼
ぶ
文
化
と
は
相
容
れ

な
い
｡
そ
の
よ
う
な
文
化
を
前
提
に
し
て
み
れ
ば
'
｢娘
A
｣
の
行
動
と
認
識
は
､
お
よ
そ
可
愛
気
の
な
い
も
の
で
あ
り
､
異
質
性
を
強
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く
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡

｢娘
｣
の
気
持
に
な
っ
て
み
る
こ
と
だ
け
が
こ
の
詩
を
読
む
唯

1
正
し
い
方
法
だ
と
し
て
生
徒
に
共
感
を
強
い
る
授
業
で
は
'
生
徒
は

l

体
何
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
の
か
｡

｢娘
｣
の
行
動
を

｢僕
｣
の
み
か
た
と
は
別
に
'
つ
き
放
し
て
自
分
な
り
の
方
法
で
み
る
こ
と
が
､
授
業
で
は
何
故
か
禁
じ
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
｡
｢娘
｣
と

｢僕
｣
に
無
批
判
に
同
調
し
な
け
れ
ば
授
業
で
は
通
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
｡
し
た
が
っ
て
'
自

分
の
疑
問
や
批
判
は
自
分
で
黙
殺
し
て
､
教
師
の
意
図
に
合
わ
せ
れ
ば
よ
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
.
い
か
に

｢娘
｣
や

｢僕
｣
の
行

動

･
認
識
に
疑
問
を
も
と
う
と
も
､
そ
の
疑
問
を
大
切
に
あ
た
た
め
､
誠
実
に
追
究
し
よ
う
と
し
て
詩
を
読
み
直
し
た
り
考
え
た
り
す
る

学
習
の
方
法
は
'
学
び
え
な
い
｡
何
と
な
く

｢娘
｣
や

｢僕
｣
に
共
感
を
も
ち
､
わ
か
っ
た
気
に
な
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
､
ひ
弱
で
未
成
熟
な
者
に
対
し
て
感
傷
的
な
思
い
入
れ
を
し
い
た
わ
り
を
示
す
こ
と
が
､
大
人
の
み
か
た
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
学
ぶ
｡
特
に
'
行
動
そ
の
も
の
を
客
観
的
に
問
題
に
L
t
そ
の
レ
ベ
ル
で
責
任
を
も
っ
こ
と
で
は
な
く
､
心
の
内
に

｢や
さ
し
い

心
｣
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
同
情
さ
れ
､
い
た
わ
ら
れ
､
美
化
さ
れ
さ
え
す
る
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
｡

1
節
､
二
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
､
｢娘
｣
の
行
動
に
も
'
｢娘
｣
を
み
る

｢僕
｣
の
み
か
た
に
も
､
お
よ
そ
自
律
的
な
自
我
の
働
き
が

み
ら
れ
な
い
.
状
況
に
依
存
し
､
行
動
に
結
び
つ
か
な
い
感
傷
に
浸
る
だ
け
で
全
く
動
き
の
と
れ
な
い
脆
弱
な
自
我
し
か
み
ら
れ
な
S
o

生
徒
が
学
ぶ
の
は
'
こ
う
し
た
脆
弱
な
自
我
し
か
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
者
の
ひ
弱
さ
と
､
そ
れ
を
愛
す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
と
ら
え
る

み
か
た
で
あ
る
｡

授
業
で
は
'
こ
う
し
て
､
読
者
で
あ
る
生
徒
に
よ
る
批
判
の
自
由
は
保
証
さ
れ
も
し
な
い
｡
種
々
の
異
な
っ
た
観
点
に
立
つ
多
様
な
読

み
方
が
出
て
く
る
よ
う
奨
励
さ
れ
も
し
な
い
｡
特
定
の
'
生
徒
に
同
調
さ
せ
た
い
文
化
か
ら
み
て
異
質
で
あ
る
読
み
方
は
､

1
切
排
除
さ

れ
る
｡
こ
の
た
め
に
､
読
み
の
指
導
は
単
な
る

｢僕
｣
の
み
か
た
の
な
ぞ
り
返
し
に
終
始
す
る
｡

l
節
'
二
節
で
示
し
た
よ
う
な
読
み
方
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は
､

一
般
に
ど
の
授
業
で
も
行
な
わ
れ
ず
､
考
え
ら
れ
も
し
な
い
｡
例
え
ば

｢娘
A
｣
の
よ
う
な
行
動
と
認
識
も
あ
る
の
だ
と
す
ら
気
づ

か
な
い
｡
も
ち
ろ
ん
'
こ
れ
と
対
比
し
て

｢娘
｣
の
こ
と
を
批
判
す
る
な
ど
論
外
な
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
異
質
な
読
み
方
と
つ
き
あ
わ
せ
る
か
ら
こ
そ
初
め
て
'
教
師
が
意
図
す
る
読
み
方
の
限
界
が
み
え
て
く
る
の
で
あ
る
｡
そ
し

て
ま
た
､
無
自
覚
に
前
提
し
て
い
た
文
化
的
背
景
が
そ
う
す
る
か
ら
こ
そ
あ
ら
わ
に
な
る
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
異
質
な
読
み
方
を

一

切
排
除
し
て
し
ま
う
た
め
に
､
意
図
す
る
読
み
方
の
限
界
も
文
化
的
背
景
も
少
し
も
み
え
て
は
こ
な
い
｡
無
自
覚
に
前
提
し
て
い
る
そ
の

特
定
の
文
化
の
同

一
性
を
維
持
す
る
た
め
に
､
異
質
な
読
み
方
を
排
す
る
排
除
原
則
が
働
く
だ
け
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
そ
の
文
化
は
硬
直

し
閉
塞
す
る
｡

結
局
の
と
こ
ろ
'
授
業
の
内
容
の
中
に
は
､
自
律
的
な
自
我
の
働
き
の
有
無
を
分
析

･
批
判
す
る
と
い
う
こ
と
は
全
く
入
っ
て
こ
な
い
｡

｢自
我
｣

は
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
も
し
な
い
｡
｢自
我
｣
の
観
点
は
全
く
欠
落
し
た
ま
ま
で
あ
る
｡

t
方
'

授
業
の
方
法
も
ま
た
同
様
で
あ
る
｡
生
徒
の
自
律
的
な
自
我
の
働
き
を
無
視
す
る
方
法
し
か
と
ら
れ
て
い
な
い
｡
む
し
ろ
そ
の

働
き
を
封
ず
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
つ
ま
り
､
生
徒
が

｢僕
｣
と
は
違
う
独
自
の
み
か
た
を
し
た
り
'
そ
れ
と
対
比
し

て

｢僕
｣
の
み
か
た
の
限
界
と
問
題
点
を
摘
出
す
る
と
い
う
よ
う
な
活
動
は
､
全
く
尊
重
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

冒
頭
の

｢本
論
の
見
通
し
｣
で
列
挙
し
た
三
つ
の
生
徒
の
発
言
は
､
ま
だ
ま
と
ま
っ
た
批
判
的
見
解
と
は
な
っ
て
い
な
い
｡
そ
れ
ら
は

い
わ
ば
批
判
の
芽
で
あ
る
｡
断
片
的
な
あ
る
特
定
の
部
分
に
つ
い
て
の
､
批
判
を
含
ん
だ
疑
問
に
す
ぎ
な
い
｡
し
か
し
'
そ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
う
ま
く
育
て
上
げ
れ
ば
､
｢僕
｣
の
み
か
た
に
括
抗
す
る
ば
か
り
で
な
く
'
｢僕
｣
の
み
か
た
の
限
界
と
問
題
を
明
ら
か
に
し
う
る
よ

う
な
､
統

一
的
な
み
か
た
を
な
す
は
ず
の
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
'
｢僕
｣
の
み
か
た
の
な
ぞ
り
返
し
な
ど
で
は
な
い
､
生
徒
独
自
の

発
想
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

生
徒
は
こ
の
発
想
を
､
特
定
の
断
片
的
部
分
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
､
r夕
焼
け
L
の
作
品
全
体
に
つ
い
て
の
統

t
的
な
み
か
た
に
ま
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で
育
て
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
そ
の
発
想
で
い
け
ば
t
r夕
焼
け
｣
と
い
う
作
品
全
体
が
ど
う
解
釈
し
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か

を
構
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
次
の
よ
う
に
で
あ
る
｡

た
か
が
席
を
か
わ
ら
な
か
っ
た
く
ら
い
の
こ
と
で

｢下
唇
を
キ
ユ
ツ
と
噛
ん
で
-
-
｣
と
い
う
の
は
'
ど
う
も
理
解
に
苦
し
む
.
後
悔

の
し
か
た
が
過
度
に
深
刻
で
あ
る
｡
こ
の
発
想
で
作
品
全
体
を
見
直
し
て
み
よ
う
｡
｢僕
｣
の
み
か
た
は
ど
う
か
｡
｢僕
｣
は
少
し
も

｢娘
｣
の
態
度
が
事
の
小
さ
さ
に
対
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
､
｢僕
｣
の
み
か

た
自
体
が
､
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
る
で
は
な
い
か
｡
例
え
ば

｢受
難
者
｣
だ
な
ど
と
誇
張
L
t
事
を
過
度
に
深
刻
に
み
な
し
て
い
る
｡

｢娘
｣
も

｢僕
｣
も
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
る
｡
す
る
と
､
こ
の
詩
は
､
接
小
な
こ
と
を
誇
張
し
て
い
る
点
､
説
得
力
に
乏
し
い
詩
だ
と

い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
.
｢受
難
者
｣
だ
の

｢他
人
の
つ
ら
さ
を
自
分
の
つ
ら
さ
の
よ
う
に
-
-
｣
だ
の
と
い
う
に
は
､
選
択
さ
れ
た

｢娘
｣
の
事
例
が
楼
小
な
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら

｢僕
｣
の
み
か
た
が
前
半
と
調
和
せ
ず
浮
き
上
る
｡
読
み
手
は
つ
ま
ら
ぬ
事
例
で
た
い
そ

う
な
説
教
で
も
き
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
､
白
け
て
し
ま
う
｡
こ
の
点
で
､
こ
の
詩
は
失
敗
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
'
自
分
の
発
想
を
統

一
的
な
t
か
つ
全
体
的
な
み
か
た
に
ま
で
育
て
上
げ
る
の
は
'
自
我
の
働
き
に
は
か
な
ら
な
い
｡

強
い
自
我
の
働
き
が
な
け
れ
ば
'
す
で
に
あ
る
み
か
た
に
抗
す
る
だ
け
の
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
み
か
た
を
構
想
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

こ
の
生
徒
の
自
我
の
働
き
を
尊
重
し
鍛
え
る
こ
と
こ
そ
が
､
必
要
な
の
で
あ
る
｡

こ
れ
は
､
単
に
生
活
指
導
や
道
徳
等
の
特
定
の

I
部
分
の
教
育
活
動
の
目
標
で
あ
る
の
で
は
な
く
､

1
股
的
な
目
標
で
あ
る
べ
き
で
あ

る
｡
種
々
の
教
育
活
動
が
全
体
と
し
て
対
象
に
し
て
い
る
の
は
､

一
個
の
人
間
な
の
で
あ
っ
て
､
個
々
の
バ
ラ
バ
ラ
な
教
科
に
対
応
す
る

諸
部
分
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
自
我
を
育
て
鍛
え
る
と
い
う
こ
と
は
'
詩
を
扱
う
文
学
教
育
に
お
い
て
も
考
慮
す
べ
き
上

位
目
標
で
あ
る
の
で
あ
る
｡

文
学
教
育
が
単
に
'
文
学
作
品
に
み
ら
れ
る
も
の
の
み
か
た
'
考
え
方
へ
tの
無
条
件
･無
批
判
の
共
感
的
理
解
の
み
を
め
ざ
す
べ
き
だ
と
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い
う
の
で
は
'
こ
の
自
我
の
問
題
は
ど
こ
で
ど
う
考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
と
も
'
文
学
教
育
に
つ
い
て
は
別
な
の
で
あ
ろ
う

か
｡
そ
う
だ
と
し
た
ら
'
な
ぜ
､
別
な
の
か
｡
な
ぜ
'
文
学
教
育
で
は
自
我
の
問
題
と
は
関
わ
ら
な
く
て
よ
い
の
か
｡
答
え
る
べ
き
で
あ
る
｡

1
生
徒
の
発
想
を
統

一
的

･
全
体
的
な
み
か
た
に
ま
で
育
て
上
げ
る
た
め
に
は
､
先
に
示
し
た
よ
う
な
指
導
方
法
で
は
だ
め
で
あ
る
｡
単

に
､
｢僕
｣
の
共
感
的
な
み
か
た
と
相
容
れ
ず
不
整
合
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
生
徒
の
考
え
を
退
け
る
べ
き
で
は
な
い
｡
単
に
特
定
の
み

か
た
と
部
分
的
に
不
整
合
だ
と
い
う
理
由
で
退
け
た
り
す
れ
ば
'
そ
の
批
判
の
芽
は
育
た
な
い
｡
必
要
な
の
は
'
部
分
的
に
出
て
き
た
生

徒
の
発
想
を
も
っ
て
す
れ
ば
'
作
品
の
他
の
部
分
の
解
釈
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
変
っ
て
く
る
か
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
作

品
全
体
が
ど
う
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
､
統

i
的
な
み
か
た
を
構
想
す
る
よ
う
指
導
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
'
す
で
に

あ
る
解
釈
と
括
抗
し
う
る
だ
け
の
全
体
的
な
ま
と
ま
り
を
な
す
み
か
た
を
育
て
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
｡

授
業
で
は

一
般
に
､
こ
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
を
な
す
統

t
的
な
み
か
た
を
構
想
さ
せ
る
た
め
の
時
間
配
分
も
指
導
方
法
も
無
い
｡
共
感

を
強
い
､
特
定
の
解
釈
の
み
に
限
定
し
て
し
ま
う
だ
け
で
､
統

一
的
な
み
か
た
を
構
想
す
る
自
我
の
働
き
に
つ
い
て
そ
れ
を
鍛
え
よ
う
と

は
し
て
い
な
い
｡
む
し
ろ
そ
れ
を
禁
じ
'
特
定
の
解
釈
に
対
す
る
従
順
な
み
か
た
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡

自
我
の
働
き
を
問
題
に
し
な
い
と
い
う
点
で
t
r夕
焼
け
L
の
授
業
の
内
容
と
方
法
と
は

一
体
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
'
全
く
､
｢自
我
｣

の
観
念
が
欠
落
し
て
い
る
｡
そ
の
か
わ
り
に
あ
る
の
は
､
感
傷
と
無
条
件
の
一
体
感
で
あ
り
､
そ
れ
を
よ
し
と
す
る
文
化
へ
の
同
調
の
要

求
で
あ
る
｡
そ
の
点
で
t
r夕
焼
け
J
の
授
業
は
ま
さ
に
典
型
な
の
で
あ
る
｡

証

･
川

｢国
語
二
｣
(昭
和
五
十
八
年
二
月
刊
､
光
村
図
書
出
版
株
式
会
社
'
〓
t<
-
〓
l〓
頁
)
よ
り
引
用
し
た
｡
中
学
校
二
年
生
用
の
教
材
で
あ
る
｡

た
だ
し
､
ふ
り
が
な
は
削
除
し
た
｡
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榊

①
-
③
の
い
ず
れ
も
次
よ
り
引
用
し
た
｡
北
林
正

｢子
ど
も
の
疑
問
を
深
め
る
J
(
I
九
八
二
年

一
月
t
r国
語
教
育
し
'
明
治
図
書
'
六
九
-
七

-

頁
)0

川

r文
化
的
同
調

(c
o
n
fo
rm
ity
)
へ
の
要
求
｣
と
い
う
用
語
は
次
の
文
献
よ
り
の
引
用
で
あ
る
｡

P
･
ノ
ネ
､

P
･
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク

(六
本
任
平

訳
)
｢法
と
社
会
の
変
動
理
論
｣
二

九
八

一
年
十
月
'
岩
波
書
店
'
六
五
頁
)｡
た
だ
し
'
著
者
た
ち
は
こ
の
用
語
を

｢共
通
の
道
徳
律
に
従
う
こ

と
｣
(前
出
)
へ
の
要
求
で
あ
る
と
定
義
し
'
法
道
徳
主
義

(leg
al

m
oratism
)
の
1
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
み
な
し
て
い
る
｡
本
論
で
は
こ
れ
に

対
し
て
､
よ
り
広
い
意
味
で
こ
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
｡
つ
ま
り
'
道
徳
律
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
､
そ
れ
を
含
む
文
化

一
般
に
対
す
る

同
調
の
要
求
と
し
て
と
ら
え
直
し
た
い
｡

な
お
'
こ
の

｢文
化
的
同
調
へ
の
要
求
｣
に
つ
い
て
の
論
を
含
む
右
の
文
献
は
､
学
校
の
文
化
状
況
と
そ
の
力
勤
的
な
構
造
を
分
析
す
る
上
で
示

唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
｡

糾

同
右
､
六
九
頁
｡

糊

西
郷
竹
彦

｢詩
の
授
業
-

理
論
と
方
法
｣
(
I
九
八
二
年
五
月
､
明
治
図
書
'

1
九
二
頁
及
び
二
〇
一
貫
)｡
西
郷
氏
は
こ
こ
で
､
こ
の
r夕
焼

け
J
に
つ
い
て
高
い
評
価
を
L
t
具
体
的
に

｢作
品
分
析
｣
を
行
っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
は

r僕
｣
の
み
か
た
を
な
ぞ
り
返
し
'
作
者
の
意
図
に

そ
っ
て
こ
の
詩
を
読
ま
せ
る
方
法
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
｡

㈲

｢中
学
校
国
語

教
師
用
指
導
書

2
下
｣
(昭
和
五
十
七
年
二
月
､
光
村
図
書
出
版
株
式
会
社
､

l
三
頁
)｡
同
書
も
ま
た
右
の
西
郷
氏
と
同
様

の

｢作
品
分
析
｣
に
終
始
し
て
い
る
｡

S

そ
の
例
と
し
て
以
下
に
列
挙
す
る
｡
北
林
正
､
前
掲
論
文
｡
安
藤
操

｢文
学
教
育
-

そ
の
実
り
豊
か
な
実
践
の
た
め
に
-

｣
(
1
九
七
八
年
八

月
､
新
評
論
､
三
四
～
四
八
頁
)｡
古
神
子
民
夫

｢生
徒
を
ひ
き
つ
け
る
発
間
-

r夕
焼
け
】
(数
出

一
年
)
｣

二
九
八
四
年
五
月
t
r国
語
教

育
し
'
明
治
斑
香
'
六
三
～
六
八
頁
).
ま
た
､
学
生
の
教
育
実
習
で
の
研
究
授
業
と
そ
の
批
評
会
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
｡
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