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「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ば
」

　
　
　
一
　
問
題
の
所
在

　
社
会
運
動
は
通
常
、
「
制
度
変
革
」
を
目
指
す
集
合
的
行
為
と

し
て
定
義
さ
れ
、
運
動
の
社
会
学
的
分
析
も
、
主
に
こ
の
側
面
に

力
点
が
注
が
れ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
マ
リ
オ
・
ダ
イ
ア
ー
二
は
、
集
合
行
為
論
、
資
源

動
員
論
、
政
治
過
程
論
、
「
新
し
い
社
会
運
動
」
論
な
ど
の
各
ア

プ
ロ
ー
チ
を
総
括
し
な
が
ら
、
社
会
運
動
の
概
念
を
、
（
1
）
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
相
互
作
用
の
ネ
ツ
ト
ワ
ー
ク
、
（
2
）
共
有
さ

れ
た
信
念
と
連
帯
、
（
3
）
闘
争
の
主
題
に
つ
い
て
の
集
合
的
行

為
、
（
4
）
非
制
度
的
・
非
ル
ー
チ
ン
的
行
為
、
と
い
う
四
つ
の
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

点
に
集
約
さ
せ
て
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
、
粟
田
宣
義
は
、
社
会

運
動
を
構
成
す
る
三
つ
の
論
理
と
し
て
、
集
合
的
主
体
性
・
異
議

〈
個
〉
に
根
ざ
す
運
動
の
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
　
橋
　
　
　
　
準

申
し
立
て
・
反
制
度
的
行
為
を
あ
げ
る
。
社
会
運
動
は
、
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

三
つ
の
論
理
の
積
と
し
て
の
「
集
合
行
為
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
社
会
運
動
の
と
ら
え
方
は
、
ア
カ
デ
、
ミ
ズ
ム
の
内

だ
け
で
な
く
、
そ
の
外
部
で
も
、
こ
く
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
で
は
十
分
に
考
察
で
き
な
い
運
動
の

側
面
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
は
運
動
の
担
い
手
の
変
容
に

か
か
わ
る
側
面
で
あ
る
。
特
に
、
今
日
主
流
を
占
め
て
い
る
社
会

運
動
、
「
新
し
い
社
会
運
動
」
（
具
体
的
に
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
、

女
性
解
放
運
動
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
障
害
者
運
動
、
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
リ
バ
イ
バ
ル
運
動
、
な
ど
）
は
、
石
川
准
が
指
摘
す
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ヨ
）

に
、
「
自
己
変
革
」
志
向
の
側
面
が
強
い
種
類
の
運
動
で
あ
る
。

社
会
運
動
参
加
者
の
「
自
己
変
革
」
志
向
の
問
題
は
、
社
会
運
動

を
「
制
度
に
働
き
か
け
る
集
合
的
行
為
」
と
し
て
考
察
す
る
の
で
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は
な
く
、
「
運
動
参
加
者
自
身
へ
の
働
き
か
け
」
と
い
う
フ
レ
ー

ム
の
中
で
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
回
答
が
可
能
に
な
る
。
「
制

度
変
革
」
志
向
以
外
の
社
会
運
動
は
、
こ
れ
ま
で
「
表
出
的
行

為
」
あ
る
い
は
「
社
会
運
動
の
コ
ン
サ
マ
ト
リ
ー
な
型
」
と
い
う

形
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
だ
け

で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
側
面
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
自
己
変
革
」

志
向
な
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
社
会
運
動
は
、
は
っ
き
り
し
た
形
を
持
う
た

「
構
造
」
と
し
て
は
と
ら
え
切
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

特
に
、
運
動
が
立
ち
上
が
る
過
程
で
は
っ
き
り
と
顕
在
化
す
る
こ

と
で
あ
る
が
、
何
が
運
動
で
あ
る
の
か
、
何
が
運
動
の
目
的
で
あ

る
の
か
、
運
動
の
取
る
戦
略
・
戦
術
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、

と
い
っ
た
こ
と
は
固
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
実
に
存

在
し
て
い
る
社
会
運
動
の
境
界
づ
け
・
目
的
・
戦
略
等
々
は
、
決

し
て
自
明
な
も
の
で
な
く
、
運
動
が
お
か
れ
た
環
境
に
よ
っ
て
歴

史
的
・
社
会
的
に
決
定
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
あ
る
種

の
社
会
運
動
論
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
運
動
の
ス
タ
イ
ル
や
目

的
を
自
明
と
考
え
て
し
ま
う
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
運
動
が

立
ち
上
が
る
瞬
問
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
、
そ
れ
が
あ
る
部
分
で
は

抑
圧
さ
れ
、
他
の
部
分
で
は
回
路
を
与
え
ら
れ
て
は
っ
き
り
と
し

た
形
を
持
つ
と
い
う
過
程
が
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
同
時

に
、
何
が
運
動
で
何
が
運
動
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い

う
、
「
社
会
運
動
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ
の
も
の
に
関
す
る
問
い
も

成
立
不
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
必
要
な
の
は
、
現
在
「
社

会
運
動
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
の
「
外
部
」
に
も
目
を

向
け
て
、
運
動
が
持
っ
て
い
る
可
能
性
を
探
求
し
、
認
識
の
枠
組

そ
れ
自
体
を
問
い
に
付
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
、
「
自
己
変
革
」
志
向
へ
の
よ
り
い
っ
そ
う
の

着
目
、
お
よ
び
、
社
会
運
動
に
関
連
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
の
問
い
な
お
し
が
、
社
会
運
動
論
の
領
域
で
現
在
必
要
に
な
ウ

て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
は
、
こ
の
二
つ
の
論
点
に
向
け
て
の
試
み
と
し
て
、
自
己

に
か
か
わ
る
社
会
運
動
と
し
て
現
れ
る
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と

ぱ
」
を
取
上
げ
、
そ
の
特
質
と
意
義
を
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
し

て
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
社
会
運
動
論
の
中
で
し
ば
し
ば
欠
落

し
て
し
ま
う
「
自
己
変
革
」
志
向
の
側
面
に
光
を
あ
て
、
加
え
て
、

社
会
運
動
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
問
題
に
関
連
し
て
、
運
動
の
「
外
」
に

あ
る
と
通
常
さ
れ
な
が
ら
も
、
運
動
を
支
え
、
運
動
を
活
性
化
す

る
も
の
と
し
て
の
〈
原
ド
運
動
〉
に
つ
い
て
、
若
干
の
議
論
を
試

み
た
い
。
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二
　
「
自
分
を
・
語
る
一
こ
と
ば
」

　
こ
こ
で
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ぱ
」
と
は
、
最
広
義
に
は
、

「
自
已
に
つ
い
て
言
及
す
る
言
語
行
為
」
、
そ
の
す
べ
て
を
意
味
す

る
。
ま
た
当
然
な
が
ら
こ
の
言
語
行
為
は
、
何
ら
か
の
聞
き
手

（
そ
れ
が
現
前
す
る
存
在
で
あ
れ
、
想
定
さ
れ
た
他
者
で
あ
れ
）

を
必
要
と
す
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ぱ
」
は
、
も
ウ
と
も

プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
形
と
し
て
は
、
愚
痴
・
ぽ
や
き
・
口
げ
ん
か
な

ど
の
表
現
形
態
を
取
る
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
、
本
稿
で
取
り
扱
う

フ
一
と
ぱ
」
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
な
影
響
力
を
持
つ
た
め
の
特

性
が
、
強
く
、
か
つ
凝
縮
さ
れ
た
形
で
現
れ
て
い
る
も
の
、
ま
た

（
参
照
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
き
わ
め
て
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
理

由
で
）
比
較
的
入
手
し
や
す
い
「
書
か
れ
た
も
の
」
、
す
な
わ
ち

公
開
さ
れ
た
文
献
・
デ
ー
タ
に
限
定
し
た
い
。

　
次
の
三
つ
の
フ
一
と
ば
」
が
、
本
稿
の
具
体
的
な
検
討
対
象
で

あ
る
。

　
a
　
田
中
美
津
、
『
い
の
ち
の
女
た
ち
へ
ー
と
り
乱
し
ウ
ー

マ
ン
・
リ
ブ
論
』
、
田
畑
書
店
、
一
九
七
二
年
。
（
文
庫
版
・
河
出

文
庫
、
一
九
九
二
年
。
本
稿
の
引
用
頁
は
文
庫
版
に
依
拠
し
て
い

る
。
）

　
b
　
掛
札
悠
子
、
『
「
レ
ズ
ビ
ア
ン
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
』
、

河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
二
年
。

　
c
　
C
o
o
k
i
e
、
「
わ
た
し
の
〃
ふ
え
み
に
ず
む
。
」
、
一

｛
六
〇
、
N
I
F
T
Y
－
S
e
r
v
e
、
生
涯
学
習
フ
ォ
ー
ラ
ム

デ
ー
タ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
、
一
九
九
二
－
一
九
九
三
年
。
（
引
用
は
連

載
の
回
数
で
示
す
。
）

　
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
お
く
。

　
a
は
、
日
本
の
ウ
ー
マ
ン
リ
ブ
運
動
（
以
下
単
に
「
リ
ブ
運

動
」
）
の
中
で
書
か
れ
た
も
の
。
田
中
美
津
自
身
は
、
東
京
の
女

性
た
ち
の
活
動
の
一
つ
の
拠
点
と
も
な
っ
て
い
た
「
新
宿
リ
ブ
セ

ン
タ
ー
」
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
運
動
の
中
で
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
た
。
そ
の
彼
女
が
一
九
七
二
年
に
発
表
し
た
『
い
の

ち
の
女
た
ち
へ
』
は
、
数
多
く
の
女
性
た
ち
に
読
ま
れ
、
今
回
取

上
げ
る
三
つ
の
「
こ
と
ぱ
」
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
大
き
な
社

会
的
影
響
を
持
ウ
た
も
の
で
あ
り
、
文
庫
版
が
出
た
今
日
も
女
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

を
中
心
に
広
い
読
者
を
得
て
い
る
。

　
b
の
著
者
・
掛
札
悠
子
は
女
性
の
同
性
愛
者
（
レ
ズ
ビ
ア
ン
）

で
あ
り
、
そ
れ
を
知
人
・
世
間
に
向
か
っ
て
「
公
言
（
8
邑
長

○
真
）
す
る
」
過
程
で
こ
の
「
こ
と
ぱ
」
は
書
か
れ
て
い
る
。
a
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が
、
一
九
六
〇
年
代
末
の
学
園
闘
争
・
市
民
運
動
の
影
響
を
色
濃

く
残
し
（
田
中
自
身
、
ベ
ト
ナ
ム
平
和
運
動
な
ど
に
深
く
関
与
し

た
経
歴
を
持
つ
）
、
用
語
・
語
調
な
ど
に
も
影
響
が
見
ら
れ
る
の

に
対
し
、
b
は
か
な
り
文
章
の
調
子
が
異
な
る
。
「
運
動
」
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
と
は
多
少
離
れ
た
、
静
譜
な
印
象
を
与
え
る
文
章
で

あ
る
。

　
c
は
、
a
・
b
と
は
性
質
が
異
な
る
た
め
、
や
や
詳
し
く
述
べ

て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
商
業
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
通
信

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
N
I
F
T
Y
－
S
e
r
v
e
の
「
現
代
思

想
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
一
会
議
室
上
で
主
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、

通
常
の
出
版
物
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
筆
者
名
「
C
o
o
k
i

e
」
は
本
名
で
は
な
く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
の
筆
名
（
ハ
ン
ド

ル
名
と
呼
ば
れ
る
）
で
あ
る
。

　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
通
信
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
性
質
上
、
誰
で
も
読

む
こ
と
の
で
き
る
種
類
の
デ
ー
タ
で
は
な
い
が
、
そ
の
影
響
力
は

必
ず
し
も
過
小
評
価
で
き
な
い
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
は
、
発
表

当
時
三
千
人
台
か
ら
四
千
人
台
の
会
員
が
お
り
、
さ
ら
に
発
表
さ

れ
た
会
議
室
（
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
部
屋
」
、
の
ち
に
「
．
．
寂
邑
・

邑
ω
昌
（
ブ
目
昌
彗
印
ω
異
量
；
く
）
．
．
」
）
を
そ
の
全
て
が
ア
ク
セ
ス

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
考
慮
し
て
も
、
常
時
数
百
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

目
に
は
触
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
い
く
人
か
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
会
員
は
、
彼
女
の
発
言
に

対
す
る
返
事
（
冨
者
o
冨
①
）
を
出
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る

彼
女
の
答
え
も
ま
た
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

フ
一
と
ぱ
」
に
関
し
て
は
、
読
み
手
と
の
よ
り
相
互
作
用
的
な
関

係
の
中
で
書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
、
一
度
に
発
表
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
書
か
れ
た
そ
の
都
度
の
発
表
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
自
分
を
・
語
る
」
過

程
に
さ
ま
ざ
ま
に
他
者
が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
よ
り
は
っ

き
り
と
見
え
て
い
る
例
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
C
の
例
は
、
会
話
（
特
に
コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
・
レ

イ
ジ
ン
グ
な
ど
の
、
し
ば
し
ば
運
動
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
対

話
）
の
中
で
の
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ぱ
」
を
考
え
る
た
め
の

手
が
か
り
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　
な
お
、
三
つ
の
例
は
い
ず
れ
も
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
周
辺
に

位
置
し
て
い
る
。
今
回
は
、
フ
一
と
ば
」
の
分
野
を
、
こ
の
よ
う

に
比
較
的
近
接
し
た
領
域
に
設
定
し
て
考
察
を
行
な
い
た
い
。

　
こ
れ
ら
の
「
自
分
を
・
語
る
・

と
め
て
み
よ
う
。

こ
と
ぱ
」
の
特
徴
を
最
初
に
ま

357



一橋論叢　第112巻　第2号　平成6年（1994年）8月号　（138）

　
（
1
）
　
自
己
を
参
照
枠
（
h
S
昌
⑦
o
；
艮
2
雪
8
）
と
す
る

　
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ぱ
」
は
、
一
般
的
な
真
理
を
求
め
る

の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
を
判
断
の
参
照
枠
と
し
て
、
選
択
を
行

な
う
。
あ
る
い
は
、
普
遍
的
な
言
語
で
語
ら
れ
て
い
る
も
の
を
、

自
分
自
身
を
参
照
し
て
問
題
構
成
を
問
い
な
お
す
。
こ
こ
に
「
自

分
を
・
語
る
」
意
味
の
中
心
が
置
か
れ
て
い
る
。
抽
象
的
な
「
理

論
」
を
そ
の
も
の
と
し
て
語
る
の
で
は
な
く
て
、
自
分
の
生
と
い

う
「
実
践
」
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
語
ろ
う
と
す
る
。
　
一
九
七
〇
年

代
初
め
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
運
動
の
中
で
「
個
人

的
な
こ
と
は
政
治
的
で
あ
る
（
↓
ぎ
潟
易
O
畠
二
ω
君
＝
ま
凹
C
」

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
存
在
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
自
己
を

参
照
枠
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
「
政
治
的
な

も
の
を
個
人
化
し
て
い
く
（
肩
易
O
畠
一
巨
晶
乎
O
君
＝
一
一
富
一
）
」

過
程
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
自
己
を
参
照
枠
と
す
る
こ
と
は
、
自
己
を
閉
じ
て
し
ま
う
こ
と

で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
己
を
通
じ
て
世
界
を
見
て
い
く
こ
と
、
あ

る
い
は
、
常
に
自
己
を
振
り
返
り
つ
つ
理
論
の
一
般
性
を
問
い
な

お
し
て
ゆ
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
上
野
千
鶴
子
は
a
の
著
者
と
の
対
談
の
中

で
こ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
「
自
分
の
穴
を
掘
っ
た
ら
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
通
じ
る
っ
て
信
じ
る
こ
と
ね
。
」

　
b
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
再
認
識
と
し
て
、
こ
の
問
題
が
語
ら

れ
る
。
「
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
書
い
た
こ
と
で
、
よ
う
や
く
、
私

が
ど
う
や
っ
て
『
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
は
だ
れ
か
』
と
問
う
こ
と
を
や

め
、
『
私
が
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
ひ
と
つ
の
現
実
で
あ
る
』
と
言
う
に

い
た
っ
た
か
が
自
分
の
な
か
で
は
っ
き
り
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
の

言
い
か
た
を
す
れ
ば
、
こ
の
一
年
あ
ま
り
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ

と
を
書
い
た
こ
と
で
最
終
的
に
私
は
『
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
は
だ
れ

か
』
を
問
う
こ
と
を
や
め
、
『
私
が
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
ひ
と
つ
の
現

実
で
あ
る
』
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
れ
を
表
明
す
る
手
段
を

　
　
　
　
　
（
7
）

手
に
入
れ
た
の
だ
。
」

　
ま
た
C
に
お
い
て
は
、
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
で
は
な
く
「
”
ふ
え

み
に
ず
む
〃
」
と
銘
打
つ
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
、
自
己
を
参
照
枠

と
し
て
い
く
姿
勢
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
う
…
…
去
年
の
今

頃
、
わ
た
し
は
『
ふ
え
み
に
す
と
』
と
名
乗
っ
て
い
た
っ
け
。
誤

変
換
じ
ゃ
な
い
。
ひ
ら
が
な
の
『
ふ
え
み
に
す
と
』
！
　
か
つ
て

の
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
の
女
性
た
ち
が
、
最
近
に
な
っ
て
『
り
ぶ
』

も
し
く
は
『
り
ぶ
り
あ
ん
」
な
ど
と
名
乗
る
の
と
同
様
に
、
わ
た

し
も
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
に
『
わ
た
し
』
を
込
め
た
か
っ
た
。
自

分
の
足
で
立
ち
自
分
の
直
観
と
思
い
に
頼
る
『
ふ
え
み
に
す
と
」
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（
8
）

で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
」

　
（
2
）
　
自
己
の
内
部
の
亀
裂
・
他
者
性
を
見
る

　
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ば
」
は
、
自
己
が
一
枚
岩
的
な
存
在

で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
自
己
が
矛
盾
に
満
ち
た
存
在
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

と
、
自
己
の
内
部
の
他
者
性
、
こ
れ
ら
を
認
識
す
る
。

　
a
で
い
う
「
と
り
乱
し
」
な
ど
は
、
ま
さ
に
こ
れ
で
あ
る
。

「
リ
ブ
を
運
動
化
し
て
間
も
な
い
頃
、
そ
れ
ま
で
あ
ぐ
ら
を
か
い

て
い
た
く
せ
に
、
好
き
な
男
が
入
っ
て
く
る
気
配
を
察
し
て
、
そ

れ
を
正
座
に
変
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
う
た
。
（
－
－
）
楽
で

か
い
て
い
た
あ
ぐ
ら
を
正
座
に
変
え
て
し
ま
っ
た
裏
に
は
、
男
か

ら
、
女
ら
し
い
と
思
わ
れ
た
い
あ
た
し
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
い
た
の

だ
。
（
－
－
一
・
）
そ
の
時
の
あ
た
し
の
本
音
と
は
、
あ
ぐ
ら
を
正
座

に
変
え
て
し
ま
っ
た
、
そ
の
と
り
乱
し
の
中
に
あ
る
。
」
「
あ
ぐ
ら

か
ら
正
座
に
変
え
た
、
そ
の
と
り
乱
し
の
中
に
あ
る
あ
た
し
の
本

音
と
は
〈
女
ら
し
さ
〉
を
否
定
す
る
あ
た
し
と
、
男
は
女
ら
し
い

女
が
好
き
な
の
だ
、
と
い
う
そ
の
昔
叩
き
込
ま
れ
た
思
い
込
み
が

消
し
が
た
く
あ
る
あ
た
し
の
、
そ
の
二
人
の
あ
た
し
が
つ
く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

『
現
在
』
に
他
な
ら
な
い
。
」
「
『
加
害
者
の
論
理
』
が
問
題
な
の
は
、

そ
れ
が
被
抑
圧
者
と
し
て
の
自
己
を
切
り
捨
て
さ
せ
て
し
ま
う
か

ら
だ
。
抑
圧
者
で
あ
り
、
被
抑
圧
者
で
も
あ
る
と
い
う
矛
盾
の
中

に
、
闘
い
の
弁
証
法
が
息
づ
い
て
い
る
の
に
、
抑
圧
者
一
辺
倒
で

塗
り
固
め
、
た
て
ま
え
で
し
加
な
い
革
命
の
大
義
を
使
命
感
を
も

ウ
て
奉
ら
せ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
『
加
害
者
の
論
理
』
の
犯
罪

　
　
　
　
（
1
1
）

性
が
あ
る
の
だ
。
」

　
ま
た
、
C
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
。

「
善
か
れ
悪
し
か
れ
、
社
会
と
自
分
の
矛
盾
、
信
念
と
実
態
の
矛

盾
を
抱
え
た
ま
ま
で
生
き
て
い
く
し
か
な
い
。
矛
盾
を
抱
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

〈
わ
た
し
V
を
ま
る
、
こ
と
受
け
入
れ
て
い
く
の
だ
。
」

　
（
3
）
　
自
己
の
肯
定

　
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ば
」
は
自
己
を
否
定
し
な
い
。
こ
れ

が
も
っ
と
も
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
a
の
中
で
で
あ
る
。
田

中
は
、
「
自
已
否
定
」
を
要
求
し
た
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
学
園

闘
争
・
新
左
翼
運
動
に
対
す
る
批
判
か
ら
、
こ
の
主
張
を
打
ち
出

し
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
、
自
分
が
抑
圧
者
・
管
理
者
の
側
に
立
つ
存

在
で
あ
る
こ
と
を
意
識
的
・
無
意
識
的
に
察
知
し
た
「
エ
リ
ー

ト
」
た
ち
が
、
そ
う
し
た
自
分
の
存
在
を
拒
絶
す
る
も
の
と
し
て
、

「
自
己
否
定
の
論
理
」
を
と
ら
え
る
の
だ
。
そ
し
て
、
で
は
、
「
女

1
－
無
価
値
な
存
在
」
と
し
て
の
自
分
を
日
々
意
識
し
つ
つ
生
き
て

い
る
自
分
は
、
「
こ
れ
以
上
な
に
を
否
定
す
り
ゃ
い
い
と
い
う
の

だ
！
」
と
い
う
の
が
、
田
中
の
生
の
声
u
開
き
直
り
で
あ
る
。
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「
あ
あ
、
東
大
生
と
い
う
の
は
、
自
己
肯
定
し
え
る
も
の
を
も
っ

て
い
た
か
ら
、
あ
ん
な
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
、
『
自
己
否
定
の
論
理
』

を
打
ち
出
せ
た
の
だ
な
あ
、
と
今
さ
ら
な
が
ら
恩
い
当
っ
た
と
い

　
　
（
H
）

う
わ
け
だ
。
」

　
こ
れ
に
対
し
て
、
後
の
世
代
で
あ
る
掛
札
は
、
よ
り
素
朴
な
形

で
肯
定
を
行
な
っ
て
い
る
。
「
結
局
、
『
レ
ズ
ピ
ア
ン
で
あ
る
』
と

言
う
こ
と
は
、
『
今
、
自
分
が
親
密
な
関
係
を
つ
く
っ
て
い
る

（
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
）
の
は
女
性
で
あ
る
○
○
さ
ん
だ
』
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

い
う
事
実
を
示
す
ひ
と
つ
の
方
法
で
し
か
な
い
。
」
こ
こ
で
の
彼

女
の
気
づ
き
は
、
「
私
が
私
で
あ
る
の
は
当
然
だ
。
そ
れ
で
な
ぜ

い
け
な
い
の
か
。
」
と
い
う
、
き
わ
め
て
素
朴
で
は
あ
る
が
根
本

的
な
自
己
肯
定
で
あ
る
。

　
C
で
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
危
機
と
も
い
え
る
よ
う
な
、
自

己
の
存
在
が
危
う
い
状
況
に
お
い
て
、
筆
者
が
自
己
を
肯
定
し
て

い
く
場
面
が
印
象
的
に
語
ら
れ
る
。
「
わ
た
し
は
泣
き
な
が
ら
叫

ん
だ
。
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
捨
て
ろ
と
い
う
の
は
、
過
去
の
わ
た

し
を
否
定
し
ろ
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
の
わ
た
し
は
過
去
が
あ
っ

て
の
わ
た
し
で
す
。
こ
れ
ま
で
蓄
積
し
て
き
た
「
自
分
」
を
捨
て

て
、
世
の
中
に
適
応
し
て
楽
に
な
ろ
う
と
も
、
わ
た
し
は
「
わ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

し
」
を
生
き
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
！
　
そ
れ
は
嫌
で
す
！
』
」

　
（
4
）
　
「
傷
み
」
を
語
る

　
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ぱ
」
の
持
つ
力
は
、
主
に
こ
の
点
に

由
来
す
る
。
自
分
の
抱
え
て
い
る
「
傷
み
」
（
田
中
美
津
は
「
己

　
（
1
6
）

れ
の
闇
」
と
い
う
）
を
「
語
る
」
こ
と
で
、
「
こ
と
ば
」
は
力
を

持
ち
、
そ
し
て
社
会
運
動
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

a
，
C
で
は
「
女
で
あ
る
こ
と
の
生
き
に
く
さ
」
が
、
離
婚
、
中

絶
な
ど
の
自
分
の
経
験
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
形
成
な
ど
へ
の
言
及
を

通
じ
て
語
ら
れ
る
。
b
で
は
、
異
性
愛
中
心
の
こ
の
社
会
に
お
い

て
、
同
性
愛
者
で
あ
る
こ
と
、
特
に
女
性
の
同
性
愛
者
で
あ
る
こ

と
そ
の
も
の
が
、
ま
さ
に
「
傷
み
」
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
も
っ
と
も
、
「
傷
み
」
を
語
る
こ
と
は
、
そ
の
「
痛
み
」
（
苦

痛
）
を
語
る
こ
と
に
等
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
「
痛
み
」
の
語
り

は
え
て
し
て
「
愚
痴
」
に
流
れ
て
い
く
し
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
力

を
持
つ
と
も
思
わ
れ
な
い
。
あ
る
い
は
田
中
美
津
が
言
う
よ
う
に
、

「
い
ま
痛
い
人
間
は
、
そ
も
そ
も
人
に
わ
か
り
や
す
く
話
し
て
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

げ
る
余
裕
な
ど
も
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
」
の
で
、
「
痛
み
」
は

こ
の
よ
う
な
形
で
は
語
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
む
し
ろ
、

こ
こ
に
あ
げ
た
「
こ
と
ぱ
」
の
中
で
は
、
「
痛
み
の
克
服
」
の
過

程
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
語
り
手
は
す
で
に

「
痛
み
」
を
何
ら
か
の
形
で
克
服
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
克
服
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の
過
程
の
中
に
既
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
四
つ
が
、
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ぱ
」
が
力
を
持
つ

た
め
の
条
件
で
も
あ
る
。
本
稿
で
取
上
げ
て
い
る
三
つ
の
「
こ
と

ぱ
」
は
、
四
つ
の
特
徴
を
き
わ
め
て
凝
縮
し
た
形
で
表
し
て
い
る

と
言
え
る
。

　
も
っ
と
も
、
一
般
の
「
自
分
を
・
語
る
二
一
と
ぱ
」
に
お
い
て

は
、
こ
れ
ほ
ど
の
密
度
や
深
さ
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
拡
散
し
た
形
で
あ
れ
、
浅
薄
な
も
の
で
あ
れ
、
さ
ま
ざ

ま
な
「
こ
と
ぱ
」
は
、
そ
の
ど
こ
か
で
こ
れ
ら
の
特
性
を
示
す
部

分
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
限
り
に

お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ぱ
」
は
、
社
会
運

動
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。

＝
一
社
会
運
動
と
し
て
の
意
味

　
（
1
）
　
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ぱ
」
は
、
自
己
を
対
象
と
す

る
社
会
運
動
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ば
」
は
、
そ
れ
自
身
が
自
己

を
対
象
と
す
る
、
す
な
わ
ち
「
旨
己
変
革
」
を
志
向
す
る
社
会
運

動
で
あ
る
士
い
う
側
面
を
持
つ
。
自
己
の
内
部
の
亀
裂
や
他
者
性

を
発
見
す
る
と
い
う
作
業
は
、
自
己
の
成
立
を
通
時
的
－
共
時
的

に
理
解
し
、
語
り
を
通
し
て
自
己
を
再
構
築
す
る
作
業
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
自
己
は
、
即
自
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
だ
け
で

な
く
、
「
自
分
を
・
語
る
」
過
程
の
中
で
客
観
視
す
る
こ
と
を
通

じ
て
再
構
築
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
、
自

己
は
自
分
自
身
に
よ
っ
て
再
認
識
さ
れ
、
新
し
く
作
り
な
お
さ
れ

る
。　

こ
こ
で
何
が
生
じ
る
か
を
、
も
う
少
し
詳
し
く
た
ど
っ
て
み
よ

う
o①

「
自
分
を
・
語
る
」
過
程
の
中
で
、
対
象
と
な
る
の
は
、
こ
れ

ま
で
社
会
的
環
境
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
即
自
的
な
自
己
で
あ

る
。
「
自
分
を
・
語
る
」
過
程
の
中
で
、
ま
ず
、
通
常
は
必
ず
し

も
認
識
さ
れ
て
い
な
い
自
己
内
部
の
亀
裂
・
矛
盾
・
他
者
性
が
認

識
さ
れ
る
。
同
時
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
続
い
て
、
自
己
の
肯
定

が
行
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
上
で
認
識
さ
れ
た
自
己
内
部
の
矛
盾
や

亀
裂
な
ど
は
、
否
定
さ
れ
ず
に
（
否
定
さ
れ
る
と
、
自
己
は
矛
盾

の
な
い
、
首
尾
一
貫
し
た
存
在
と
し
て
再
ぴ
認
識
し
な
お
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
）
そ
の
ま
ま
引
き
受
け
ら
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
社
会
関
係
の
中
で
与
え
ら
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
自
明
の
も
の
と
し
て
そ
こ
に
安
住
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
自

361



一橋論叢　第112巻　第2号　平成6年（1994年）8月号　（142）

ら
の
存
在
そ
の
も
の
を
問
い
に
付
す
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
代

社
会
に
お
け
る
支
配
の
形
式
は
、
個
々
人
を
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
に
強
制
的
に
つ
な
ぎ
と
め
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。

フ
一
の
権
力
形
式
は
、
個
人
を
類
別
す
る
日
常
生
活
に
直
接
関
わ

り
、
個
人
の
個
別
性
を
刻
印
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
与
え
、

自
分
に
も
ま
た
他
人
か
ら
も
そ
れ
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

い
真
理
の
法
を
強
い
る
。
」
彼
が
こ
こ
で
示
唆
し
て
い
る
の
は
、

支
配
は
、
外
部
か
ら
個
々
人
の
行
為
を
拘
束
し
、
そ
の
変
更
を
強

制
す
る
よ
う
な
あ
り
方
（
い
わ
ゆ
る
権
力
の
問
題
）
だ
け
で
な
く
、

個
々
人
の
内
面
を
特
定
の
形
で
構
成
す
る
丈
う
な
あ
り
方
で
も
働

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
「
自
己

と
の
関
係
」
の
あ
り
方
が
、
個
々
人
の
生
を
拘
束
し
て
い
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

う
側
面
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
・

　
「
目
分
を
・
語
る
・
こ
と
ぱ
」
は
、
そ
の
内
面
構
成
の
あ
り
方

自
体
、
「
自
己
と
の
関
係
」
そ
の
も
の
を
問
題
化
す
る
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ば
」
は
「
自
己
変
革
」

志
向
の
社
会
運
動
で
あ
る
が
、
こ
の
時
の
「
変
革
」
の
意
味
は
、

「
自
分
を
別
な
存
在
に
変
え
て
し
ま
う
」
（
そ
の
た
め
に
は
、
お
そ

ら
く
今
の
自
己
の
存
在
を
全
否
定
す
る
「
自
己
否
定
」
の
作
業
が

必
要
で
あ
ろ
う
）
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
分
自
身
へ
の
視
線

の
性
質
を
変
え
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
「
自
分

を
・
語
る
・
こ
と
ば
」
は
、
「
自
己
と
の
関
係
」
の
刷
新
、
自
己

の
再
認
識
・
再
構
築
を
目
指
そ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
の
、
「
自

己
変
革
」
志
向
の
社
会
運
動
で
あ
る
。

②
さ
ら
に
こ
の
こ
と
が
重
要
な
の
は
、
内
部
の
亀
裂
・
矛
盾
の
認

識
を
通
じ
て
、
自
己
が
、
総
体
と
し
て
何
ら
か
の
差
別
や
害
の
受

け
手
（
以
下
、
単
に
「
被
害
者
」
）
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は

な
く
、
ま
た
総
体
と
し
て
何
ら
か
の
差
別
や
害
の
加
え
手
（
以
下

「
加
害
者
」
）
と
し
て
も
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
「
自
分
を
・
語
る
」
こ
と
は
、
こ
の

よ
う
に
、
あ
る
人
問
が
完
全
な
る
被
害
者
で
も
完
全
な
る
加
害
者

で
も
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
あ
る
一

人
の
人
間
は
、
あ
る
部
分
で
加
害
者
で
あ
り
同
時
に
別
の
部
分
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

被
害
者
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
自
己
否
定
」
と
い
う
思
考
は
、
加
害
者
と
し
て
の
自
己
の
存

在
を
全
体
と
し
て
放
棄
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
被
害
者
の
立
場
に

立
と
う
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
自
分
を
．

語
る
・
こ
と
ば
」
に
お
い
て
は
、
「
自
己
肯
定
」
の
立
場
が
取
ら

れ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
自
ら
に
対
す
る
非
常
に
厳
し

362



（143）「自分を・語る・ことぱ」一〈個〉に根ざす運動の姿

い
態
度
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
「
自
己
否
定
」
と
い

う
一
種
の
免
。
罪
符
に
よ
っ
て
、
自
分
の
「
加
害
者
性
」
を
改
め
て

問
い
に
付
す
こ
と
な
く
片
付
け
て
し
ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
も
う
一
つ
に
は
、
田
中
美
津
が
言
う
よ
う
に
、
「
己
れ
の
闇

は
己
れ
の
闇
。
被
差
別
部
落
民
の
、
在
日
朝
鮮
人
の
、
百
姓
の
闇

を
、
あ
た
し
た
ち
は
共
有
で
き
な
い
。
し
か
し
、
己
れ
の
憎
に
固

執
す
る
中
で
、
そ
の
共
有
で
き
な
い
闇
の
、
共
有
で
き
な
い
重
さ

の
、
『
共
有
で
き
な
い
』
と
い
う
こ
と
を
己
れ
に
ど
こ
ま
で
も
背

　
　
　
（
別
）

負
っ
て
い
く
」
こ
と
を
、
自
分
の
「
傷
み
」
を
語
る
こ
と
を
通
じ

て
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
人
の
「
傷

み
」
は
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
く
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ば
」
の
場
合
に
は
、
こ
れ
が
逆
説
的

に
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
「
傷
み
」
を
語
る
こ
と

は
、
単
な
る
カ
タ
ル
シ
ス
、
あ
る
い
は
愚
痴
や
感
情
の
吐
露
で
終

わ
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ

に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
己
の
内
部
の
「
加
害
者
性
」
と
「
被
害
者

性
」
を
と
も
に
引
き
受
け
、
他
者
と
の
了
解
の
不
可
能
性
を
認
識

し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
語
り
、
そ
し
て
当
然
な
が
ら
そ
の
語

り
に
耳
を
傾
け
る
他
者
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
自
己
と
他
者
が
衝

突
し
、
な
ん
ら
か
の
共
通
の
尺
度
、
す
な
わ
ち
社
会
性
が
生
ま
れ

る
可
能
性
が
存
在
す
る
の
だ
。

　
そ
し
て
、
そ
こ
で
生
じ
る
新
し
い
社
会
性
は
、
当
然
な
が
ら
社

会
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
と
は
異
な
っ
た
尺
度
で
あ
る
。
そ
の
尺

度
は
、
社
会
的
に
流
通
し
て
い
る
一
般
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
「
女
／

男
」
、
「
障
害
者
／
健
常
者
」
、
等
）
と
は
、
た
と
え
同
じ
言
葉
で

表
現
さ
れ
て
い
て
も
異
な
っ
た
意
味
を
持
つ
、
〈
個
V
に
根
ざ
し

た
、
個
人
性
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
自
己
と
他
者

と
の
関
係
も
、
こ
の
共
通
の
尺
度
に
も
と
づ
い
て
取
り
結
ば
れ
る

よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
「
自
分
を
語
る
こ
と
ば
」
は
、
与
え

ら
れ
た
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
i
を
解
体
・
構
築
し
つ
つ
、
新
し
く
他

者
と
の
関
係
を
構
築
し
な
お
し
て
い
く
と
い
う
、
自
己
と
他
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

の
関
係
の
変
革
と
し
て
の
社
会
運
動
で
あ
る
と
い
う
側
面
を
持
つ
。

　
（
2
）
　
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ぱ
」
は
、
社
会
運
動
と
運
動

の
外
部
と
の
接
点
に
位
置
し
て
い
る
。

　
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ぱ
」
は
、
そ
の
す
べ
て
が
社
会
運
動

と
し
て
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と

ぱ
」
は
、
こ
こ
で
取
上
げ
た
よ
う
な
、
凝
縮
さ
れ
た
形
を
取
る
と

は
限
ら
な
い
、
と
先
に
述
べ
た
。
凝
縮
さ
れ
た
も
の
で
な
い
、
拡

散
し
た
形
の
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ぱ
」
は
、
日
常
的
な
会
話
、
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口
喧
嘩
の
中
で
の
言
葉
、
日
記
の
記
述
、
な
ど
の
中
に
現
れ
る
だ

ろ
う
。
こ
れ
ら
は
通
常
は
、
も
ち
ろ
ん
「
社
会
運
動
」
と
は
認
め

ら
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
（
1
）
で
考
え
た
よ
う
な
意
味
の
「
自

己
変
革
」
志
向
に
も
つ
な
が
り
に
く
い
。
そ
れ
は
、
密
度
が
小
さ

い
た
め
に
、
目
己
の
再
認
識
、
関
係
の
再
考
や
再
構
築
な
ど
が
、

言
説
の
中
で
暖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
．
の
よ
う
な
形
態
の
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ば
」

も
、
社
会
運
動
と
ま
っ
た
く
切
れ
た
存
在
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
社
会
運
動
を
通
時
的
・
共
時
的
に
支
え
る
役

割
を
果
た
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
社
会
運
動
の
発
生
に
は
、
通
常
、
主
体
内
部
で
の
社
会
的
不

満
・
相
対
的
剥
奪
の
蓄
積
が
前
提
と
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
さ
ま

ざ
ま
の
組
織
化
さ
れ
な
い
抗
議
行
動
な
ど
が
、
運
動
の
形
成
に
先

　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

立
っ
て
想
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
不
満
の
蓄
積
・
未
組
織
の
抗
議

行
動
（
特
に
散
発
的
な
も
の
）
も
ま
た
、
運
動
と
は
認
め
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
運
動
の
形
成
に
と
っ

て
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
自
分
を
・
語
る
・
こ

と
ば
」
も
、
極
端
に
個
人
的
な
文
脈
で
、
し
か
も
、
本
稿
で
と
り

あ
つ
か
っ
た
よ
う
な
凝
縮
さ
れ
た
形
態
を
と
ら
な
い
多
く
の
場
合

に
は
、
散
発
的
で
未
組
織
な
形
で
行
わ
れ
る
行
為
で
あ
る
。
だ
が
、

関
連
す
る
論
点
を
目
的
に
掲
げ
る
社
会
運
動
（
本
稿
の
三
つ
の
例

で
は
、
女
性
解
放
運
動
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
同
性
愛
者
の
運
動
）

に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
行
為
の
蓄
積
が
必
須
と
も
い
え
る
の
で

（
刎
）

あ
る
。

　
ま
た
、
通
時
的
に
だ
け
で
な
く
、
運
動
が
進
行
す
る
中
で
共
時

的
に
も
、
運
動
の
内
部
に
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
が
、
運
動
を
支

え
て
い
る
こ
の
よ
う
な
行
為
は
存
在
し
、
社
会
運
動
に
と
っ
て
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
組
織
的
に
動

員
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
運
動
を
支
え
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
5
）

の
活
性
化
に
貢
献
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
、
「
明
確
な

目
標
を
持
た
ず
か
つ
未
組
織
の
ま
ま
で
あ
り
、
社
会
運
動
の
内
部

に
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
が
、
運
動
の
イ
シ
ュ
ー
に
関
連
し
て
い

て
、
運
動
が
形
成
・
維
持
・
発
展
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た

す
個
別
的
・
集
合
的
な
行
為
」
を
、
こ
こ
で
は
〈
原
－
運
動
〉
と

呼
ぼ
う
。
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ば
」
は
、
こ
う
し
た
く
原
－

運
動
V
の
一
つ
の
形
態
で
も
あ
る
。

　
こ
の
く
原
－
運
動
V
は
単
に
運
動
の
下
ざ
さ
え
を
し
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
運
動
の
再
構
成
の
源
泉
で
も
あ
る
。
あ
る
社
会
運
動

は
、
運
動
と
し
て
の
同
一
性
を
、
当
初
か
ら
・
常
に
、
確
立
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
同
一
性
が
生
じ
て
く
る
過
程
を
、
通
時
的
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に
も
共
時
的
も
必
ず
持
っ
て
い
る
（
あ
る
社
会
運
動
が
形
成
さ
れ

て
く
る
通
時
的
過
程
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
運
動
が
進
行
す
る
共

時
的
な
過
程
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
転
換
点
や
危
機
に
お
い
て
）
。

そ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
運
動
と
〈
原
－
運
動
〉
の
は
っ
き
り
と

し
た
区
別
は
な
い
。
運
動
が
形
成
さ
れ
て
く
る
ど
こ
か
の
時
点
で
、

こ
の
二
つ
は
区
分
さ
れ
る
。
あ
る
場
合
は
、
〈
原
－
運
動
〉
は

「
運
動
に
あ
ら
ざ
る
も
の
」
と
し
て
、
運
動
の
側
か
ら
切
り
捨
て

ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
で
も
、
今
述
べ
た
よ
う
に
〈
原
－
運

動
〉
は
、
運
動
そ
の
も
の
か
ら
分
離
し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。

「
自
分
を
．
語
る
・
こ
と
ぱ
」
な
ど
の
〈
原
－
運
動
〉
は
、
適
切

な
回
路
が
存
在
す
れ
ぱ
（
註
（
2
5
）
を
参
照
）
、
運
動
の
内
部
へ

回
収
さ
れ
て
そ
の
再
構
成
の
契
機
と
な
る
だ
ろ
う
。
運
動
の
新
し

い
イ
シ
ュ
ー
、
運
動
へ
の
新
し
い
参
加
者
、
運
動
の
新
し
い
形
態
、

な
ど
は
、
運
動
が
立
ち
上
が
る
瞬
間
だ
け
で
な
く
、
運
動
が
進
行

す
る
過
程
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
て
運
動
の
内
部
へ
貫
入
し
、
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

動
を
再
構
成
す
る
可
能
性
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

四
　
結
語

　
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ば
」
は
、
も
ち
ろ
ん
可
能
性
だ
け
で

な
く
問
題
点
を
も
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
。

　
そ
の
問
題
点
の
多
く
は
、
ま
さ
に
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と

ぱ
」
が
力
を
持
つ
点
の
裏
返
し
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
1
）
特

殊
個
別
的
な
文
脈
の
極
限
で
語
ら
れ
る
た
め
に
、
状
況
を
共
有
し

な
い
聴
き
手
に
と
っ
て
は
理
解
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
場
合
に
よ

っ
て
は
強
い
反
発
を
招
く
こ
と
、
（
2
）
個
人
的
経
験
に
基
盤
を

置
く
た
め
に
、
集
合
行
為
と
し
て
の
社
会
運
動
に
必
須
な
共
有
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

れ
た
価
値
が
そ
こ
か
ら
は
形
成
さ
れ
に
く
い
こ
と
、
な
ど
で
．
あ
る
。

　
江
原
由
美
子
は
、
す
で
に
リ
ブ
運
動
に
つ
い
て
の
一
文
に
お
い

て
、
「
『
生
き
方
』
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
解
放
論
と
、
社
会
思
想
、
社
会

変
革
理
論
と
し
て
の
解
放
論
は
、
異
な
る
次
元
の
問
題
で
あ
る
、

こ
の
2
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
充
分
な
自
覚
の
不
在
が
、
リ
ブ
の
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

を
し
ば
し
ぱ
空
転
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
」
と
し
、
ま
た
、
「
た
し
か

に
、
『
個
人
的
な
経
験
』
は
運
動
の
原
点
と
し
て
必
要
で
は
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
を
運
動
の
中
で
行
動
計
画
・
闘
争
目
標
と
結
び
つ
け

る
こ
と
な
し
に
、
個
人
的
な
関
係
の
平
面
で
充
足
さ
せ
て
し
ま
う

な
ら
ば
、
話
し
合
い
の
場
は
単
な
る
『
お
し
ゃ
べ
り
』
の
場
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

っ
て
し
ま
う
。
」
と
い
う
批
判
を
加
え
て
い
る
。

　
し
か
し
、
右
の
よ
う
に
こ
れ
を
、
「
自
己
変
革
」
志
向
の
社
会

運
動
と
し
て
、
ま
た
、
社
会
運
動
の
形
成
・
維
持
・
発
展
に
と
っ

て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
〈
原
－
運
動
〉
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と

365



橋論叢第112巻第2号平成6年（1994年）8月号（146）

に
よ
っ
て
、
そ
の
意
義
と
限
界
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
（
1
）
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ば
」
は
「
自
己

変
革
」
志
向
の
運
動
と
し
て
重
要
で
あ
る
が
、
「
制
度
変
革
」
志
向

の
運
動
で
は
あ
り
得
な
い
（
あ
る
い
は
「
制
度
変
革
」
へ
結
び
つ

け
る
に
は
非
常
に
困
難
が
伴
う
）
、
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ

れ
は
あ
く
ま
で
社
会
運
動
の
両
輸
の
う
ち
の
一
つ
で
し
か
な
い
こ

と
、
（
2
）
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ば
」
は
、
〈
原
－
運
動
〉
と

し
て
運
動
の
形
成
・
維
持
・
活
性
化
に
と
っ
て
必
須
の
機
能
を
果

た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
一
た
だ
し
そ
れ
は
、
拡
散
し
た
形
で
あ

ら
わ
れ
や
す
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
何
ら
か
の
手
段
に
よ
っ
て
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎝
）

路
づ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
に
集
約
で
き
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ば
」
は
、
手
放
し
で

そ
れ
に
飛
び
つ
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
し
、
飛
ぴ
つ
い

て
し
ま
っ
て
終
わ
り
と
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
で
も
な
い
。
し

か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
で
社
会
運
動
の
一
種
の
閉
塞
状
況
が
一

部
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
現
在
、
抽
象
的
で
運
動
の
担
い
手
の
身

体
か
ら
距
離
の
あ
る
理
論
で
は
な
く
、
常
に
（
顕
在
的
．
潜
在
的

な
）
運
動
の
担
い
手
の
生
活
と
実
感
に
近
い
と
こ
ろ
に
基
盤
を
持

っ
た
社
会
運
動
の
実
践
と
理
論
が
必
要
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い

　
　
　
（
3
1
）

だ
ろ
う
－
㍗

　
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ば
」
は
そ
の
た
め
の
一
つ
の
糸
口
で

あ
り
、
さ
ら
に
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
、
既
成

の
「
学
問
」
の
言
葉
を
可
能
な
限
り
使
っ
て
語
ろ
う
と
す
る
こ
と

　
　
本
稿
が
試
み
る
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
そ
の
た
め
の
手
が
・
か
り

で
あ
ろ
う
。
’

　
（
1
）
　
U
訂
目
一
H
≦
’
．
．
↓
す
o
O
o
目
o
o
〇
一
〇
｛
ω
o
q
竺
－
≦
o
く
①
冒
o
コ
け
．
．
一
§
雨

　
　
ω
o
o
ミ
o
恩
s
－
あ
§
膏
§
窒
－
－
し
o
竃
ら
o
」
－
曽
．

　
（
2
）
　
栗
田
宣
義
、
「
社
会
運
動
を
構
成
す
る
三
つ
の
論
理
」
、
『
社
会

　
　
運
動
の
計
量
社
会
学
的
分
析
ー
な
ぜ
抗
議
す
る
の
か
』
、
日
本
評

　
　
論
社
、
一
九
九
三
年
、
に
所
収
、
第
6
章
。

　
（
3
）
　
石
川
准
、
「
社
会
運
動
の
戦
略
的
デ
イ
レ
ン
マ
」
、
『
社
会
学
評
．

　
　
論
』
、
第
三
九
巻
第
二
号
、
一
九
八
八
隼
、
一
五
三
－
一
六
七
頁
。

　
（
4
）
　
日
本
の
ウ
ー
マ
ン
リ
ブ
運
動
お
よ
ぴ
田
中
美
津
に
つ
い
て
の
よ

　
　
り
詳
し
い
分
析
は
、
江
原
由
美
子
、
「
リ
ブ
運
動
の
軌
跡
」
、
お
よ
ぴ

　
　
「
ウ
ー
マ
ン
リ
ブ
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」
（
と
も
に
、
江
原
、
『
女
性

　
　
解
放
と
い
う
思
想
』
、
勤
草
書
房
、
一
九
八
五
年
、
に
所
収
）
を
参

　
　
照
。
ま
た
、
三
木
草
子
・
佐
伯
洋
子
・
溝
口
明
代
編
、
『
資
料
日
本

　
　
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
史
－
一
九
六
九
壬
一
九
七
二
』
、
京
都
、
松
香
堂
、

　
　
一
九
九
二
年
、
は
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

　
（
5
）
　
ち
な
み
に
、
非
公
式
の
情
報
で
は
あ
る
が
、
こ
の
会
議
室
は
、

　
　
N
I
F
T
Y
－
S
e
r
v
e
の
社
会
・
教
育
・
研
究
系
の
フ
ォ
ー
ラ

　
　
ム
の
中
で
は
、
飛
び
ぬ
け
た
回
数
・
時
閻
の
ア
ク
セ
ス
が
あ
っ
た
と

　
　
聞
く
。

366



〈個〉に根ざす運動の姿（147） 「自分を・語る・ことぱ」

（
6
）
　
上
野
千
鶴
子
・
田
中
美
津
、
『
美
津
と
千
鶴
子
の
こ
ん
と
ん
と

　
ん
か
ら
り
』
、
木
犀
社
、
一
九
八
七
年
、
二
二
八
頁
。

（
7
）
　
掛
札
、
前
掲
書
、
二
一
五
頁
。

（
8
）
　
C
o
o
k
・
1
e
、
一
。

（
9
）
　
こ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
多
数
性
を
、
筆
者
は
「
ポ

　
リ
．
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
O
O
早
己
彗
葦
く
」
と
呼
ん
で
い
る
。
な

　
お
、
こ
の
概
念
に
つ
い
て
は
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
「
ポ
リ

　
回
ー
グ
O
o
｛
o
害
o
」
の
概
念
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
禾
『
雲
一

〇
毒
こ
。
き
ミ
潟
§
一
～
『
亘
ω
彗
昌
一
冨
ミ
（
足
立
・
沢
崎
・
西
川

　
ほ
か
訳
、
『
ポ
リ
ロ
ー
グ
』
、
白
水
社
、
一
九
八
六
年
）
、
を
参
照
。

（
1
0
）
　
田
中
、
前
掲
書
、
六
八
頁
。

（
1
1
）
　
同
書
、
二
四
二
頁
。

（
1
2
）
　
C
o
o
k
i
e
、
　
一
八
。

（
1
3
）
　
田
中
、
前
掲
書
、
五
一
頁
。

（
1
4
）
　
掛
札
、
前
掲
書
、
二
一
頁
。

（
1
5
）
C
o
o
k
i
e
、
五
一
。

（
1
6
）
　
田
中
、
前
掲
書
、
八
五
頁
。

（
1
7
）
　
田
中
、
前
掲
書
、
二
八
○
頁
。

（
1
8
）
　
勺
昌
o
彗
一
戸
ζ
’
、
↓
ま
旨
9
①
9
彗
α
勺
o
ξ
雪
．
．
ニ
ヨ
U
冨
一

　
茸
島
一
声
r
彗
o
霊
ヨ
；
≦
「
一
き
き
g
き
§
§
き
b
§
o
ミ

　
讐
§
o
ミ
§
葦
§
　
§
巨
　
き
ミ
｝
§
§
“
ざ
吻
一
＝
胃
く
窃
冨
H
　
零
窃
肋
一

　
ω
房
ω
雲
二
竃
M
も
、
N
旨
（
渥
美
和
久
訳
、
「
主
体
と
権
カ
」
、
『
思
想
』
、

　
一
九
八
四
年
四
月
号
、
二
三
八
頁
）
。

（
1
9
）
　
「
自
己
と
の
関
係
」
に
つ
い
て
は
、
勺
ε
o
彗
一
F
ζ
。
ト
ざ
竃
篶

き
吻
も
§
｝
ぎ
（
＜
o
巨
≡
①
N
ま
ま
急
o
ぎ
き
ざ
■
§
§
ミ
“
）
一

　
霊
芸
一
〇
竺
享
彗
戸
お
o
o
卜
（
田
村
傲
訳
、
『
性
の
歴
史
皿
快
楽
の

　
活
用
』
、
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
）
、
お
よ
ぴ
、
3
；
豊
一
戸
竃
。
旨

　
｝
§
9
§
竃
二
＜
〇
三
冒
o
ω
ま
雪
吻
§
§
き
ざ
吻
§
§
ミ
“
）
一

　
霊
『
貢
o
叫
≡
昌
o
貝
ε
o
。
仁
（
田
村
傲
訳
、
『
性
の
歴
史
皿
自
己
へ
の

　
配
慮
』
、
新
潮
社
、
一
九
八
七
年
）
、
を
参
照
。
ま
た
、
高
橋
準
、

　
「
新
中
間
層
の
再
生
産
戦
略
－
一
九
一
〇
年
代
二
一
〇
年
代
日
本

　
に
お
け
る
そ
の
『
自
己
と
の
関
係
』
－
」
、
『
社
会
学
評
論
』
、
第

　
4
3
巻
第
4
号
、
三
七
六
－
三
八
九
頁
、
は
、
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、

　
「
自
己
と
の
関
係
」
が
支
配
シ
ス
テ
ム
の
安
定
の
立
場
か
ら
も
重
要

　
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
2
0
）
　
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
お
そ
ら
く
、
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と

　
ぱ
」
の
語
り
手
に
と
っ
て
は
、
社
会
運
動
の
「
制
度
変
革
」
志
向
的

　
側
面
へ
参
加
す
る
際
の
大
き
な
動
因
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま

　
た
、
「
新
し
い
社
会
運
動
」
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
良
心
的
参
加
者
」

　
の
存
在
を
、
こ
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
す

　
な
わ
ち
、
「
良
心
的
参
加
者
」
は
、
加
害
者
の
位
置
に
い
な
が
ら
、

　
別
の
観
点
．
問
題
で
は
被
害
者
で
あ
り
、
あ
る
一
つ
の
害
に
対
し
て

　
響
き
合
う
も
の
を
自
己
の
内
部
に
持
っ
て
い
る
が
た
め
に
、
運
動
へ

　
参
加
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
2
1
）
　
田
中
、
前
掲
書
、
二
四
一
頁
。

（
2
2
）
　
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
自
已
と
他
者
と
の
関
係
の
変
革
も
、

　
「
自
己
変
革
」
志
向
に
含
め
て
考
え
る
。

（
2
3
）
　
こ
れ
ま
で
は
、
社
会
運
動
へ
の
社
会
心
麗
学
的
ア
ブ
回
ー
チ
、

　
お
よ
び
集
合
行
為
論
ア
プ
回
ー
チ
な
ど
が
こ
の
点
に
着
目
し
て
き
た
。

　
な
お
、
塩
原
勉
、
「
運
動
論
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
整
備
」
（
『
組
織
と
運
動
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の
理
論
』
、
新
曜
社
、
一
九
七
六
年
、
に
所
収
）
の
「
社
会
運
動
の

　
総
過
程
」
図
式
を
参
照
。

（
2
4
）
　
女
性
解
放
運
動
と
同
性
愛
者
の
運
動
で
、
「
自
分
を
・
語
る
．

　
こ
と
ぱ
」
が
重
要
な
意
味
を
持
ウ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
た
と
え
ぱ
、
動
く
ゲ
イ
と
レ
．
ス
ピ
ア
ン
の
会
編
、
『
ゲ
イ
．
リ
ポ
ー

　
ト
』
、
飛
鳥
新
社
、
一
九
九
二
年
、
や
、
女
性
た
ち
の
、
・
、
ニ
コ
、
、
、
な

　
ど
に
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ぱ
」
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、

　
そ
れ
は
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
。

（
2
5
）
　
コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
・
レ
イ
ジ
ン
グ
や
ア
サ
ー
シ
目
ン
．
ト
レ
ー

　
ニ
ン
グ
は
、
〈
原
－
運
動
V
を
意
図
的
に
組
織
化
し
て
運
動
の
維

　
持
・
発
展
に
寄
与
せ
し
め
よ
う
と
い
う
、
〈
原
－
運
動
〉
の
回
路
づ

　
け
の
意
昧
を
持
つ
、
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
6
）
　
ま
た
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
と
い
う
運
動
組
織
が
持
つ
フ
レ
キ

　
シ
ビ
リ
テ
ィ
や
間
題
へ
の
即
応
性
な
ど
も
、
〈
原
－
運
動
〉
と
の
関

　
連
で
考
察
が
可
能
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ

　
ン
グ
に
お
い
て
は
〈
原
－
運
動
〉
と
呼
ぺ
る
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
・
関

　
係
が
組
織
の
関
係
に
付
随
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

　
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
の
一
つ
と
し
た

　
い
。

（
2
7
）
　
ま
た
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
三
つ
の
「
自
分
を
・
語
る
．
こ
と

　
ぱ
」
が
い
ず
れ
も
、
文
筆
業
、
す
な
わ
ち
「
文
章
の
ブ
目
フ
ェ
ッ
シ

　
目
ナ
ル
」
の
手
に
よ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
「
自
分
を
．
語
る
．

　
こ
と
ぱ
」
を
、
的
確
に
、
凝
縮
さ
れ
た
形
で
表
現
す
る
の
は
非
常
に

　
難
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
形
で
、
万
人

　
が
自
己
を
表
現
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
2
8
）
　
江
原
、
「
リ
ブ
運
動
の
軌
跡
」
、
一
五
四
頁
。

（
2
9
）
　
同
論
文
、
二
二
九
頁
。

（
3
0
）
　
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
「
自
分
を
・
語
る
・
こ
と
ば
」
の
う
ち
、

　
書
か
れ
た
時
期
が
早
い
a
は
と
も
か
く
と
し
て
、
C
な
ど
は
か
な
り

自
分
自
身
の
役
割
を
限
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、

　
「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
学
者
た
ち
を
責
め
る
つ
も
り
は
な
い
。
個
人
的

　
に
は
、
学
問
の
世
界
そ
の
も
の
に
貢
献
し
う
る
業
績
を
重
ね
て
い
る

　
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
彼
女
た
ち
の
説
く
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、

　
部
分
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
［
C
o

　
o
k
i
e
、
二
七
］
と
い
う
と
こ
ろ
な
ど
は
、
運
動
の
担
い
手
で
あ

　
る
女
性
の
身
体
か
ら
遠
く
離
れ
た
所
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
現

　
在
の
フ
ユ
ミ
ニ
ズ
ム
の
理
論
・
分
析
に
対
す
る
批
判
を
投
げ
か
け
、

　
自
己
の
立
場
を
明
確
に
打
ち
出
し
な
が
ら
も
、
「
学
問
」
と
し
て
の

　
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
価
値
を
認
め
て
い
る
。

（
3
1
）
　
た
と
え
ば
、
井
上
芳
保
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
「
『
心
を

　
う
つ
』
と
い
う
経
験
を
わ
れ
わ
れ
は
普
通
の
日
常
生
活
の
中
に
見
出

　
し
う
る
。
（
中
略
）
そ
の
よ
う
な
一
人
一
人
の
実
際
の
生
活
経
験
に

　
根
ざ
し
た
、
形
式
合
理
性
に
覆
わ
れ
た
知
性
の
虚
し
さ
や
口
先
だ
け

　
で
心
の
感
じ
ら
れ
な
い
議
論
の
偽
善
性
に
敏
感
な
感
覚
を
備
え
た
自

　
己
言
及
的
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
」
と
述
ぺ
て
い

　
る
。
丼
上
芳
保
、
「
ル
サ
ン
チ
マ
ン
型
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
解
放
の
イ

　
メ
ー
ジ
」
（
江
原
由
美
子
編
、
『
フ
＝
ミ
ニ
ズ
ム
の
主
張
』
、
勤
草
書

　
房
、
一
九
九
二
年
、
に
所
収
、
第
四
章
）
、
ニ
ハ
○
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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