
�
独
創
的
思
考
の
す
ゝ
め 

    
上
巻 
⽇
本
⼈
は
い
か
に
思
考
⼒
を
失
ỵ
た
か 

   

加
藤 
雅�
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序
章
 

要
旨
と
構
成 

全
体
要
旨 

⼈
間
は
考
へ
る
葦
だ
そ
う
で
す
︒
⼈
間
に
は
︑
も
の
を
考
へ
る
能
⼒
が
あ
る
の
で
︑
素
晴
ら
し
い
⽂
明
を
築
く
こ
と
が

で
き
︑
お
か
げ
で
私
達
は
豊
か
で
幸
せ
な
毎
⽇
を
送
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
こ
と
に
な
ỵ
て
い
ま
す
︒ 

た
し
か
に
︑
平
成
の
は
じ
め
の
頃
ま
で
は
︑
何
の
疑
い
も
な
く
︑
そ
う
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
で
も
︑
平
成
に

⼊
ỵ
て
間
も
な
く
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
た
頃
か
ら
は
︑
だ
い
ぶ
雲
⾏
き
が
怪
し
く
な
ỵ
て
き
ま
し
た
︒
⼈
間
が
考
へ
出
し

た
素
晴
ら
し
い
科
学
技
術
が
︑
絶
え
間
な
く
⽂
明
を
進
歩
さ
せ
続
け
て
い
く
と
単
純
に
信
じ
ら
れ
る
⼈
は
︑
今
で
は
少

な
く
な
り
ま
し
た
︒
⼈
類
の
英
知
を
結
集
し
て
作
り
出
さ
れ
た
と
さ
れ
る
︑
科
学
技
術
︑
市
場
経
済
︑
⺠
主
政
治
な
ど

の
仕
組
み
は
︑
必
ず
し
も
み
ん
な
の
幸
せ
を
約
束
す
る
も
の
だ
と
は
信
じ
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
︒
私
達
は
ど
こ
か
で

何
か
を
間
違
え
て
し
ま
ỵ
た
の
で
し
Ỹ
う
か
︒
そ
れ
と
も
︑
や
ỵ
ぱ
り
⼈
間
は
考
へ
る
葦
で
は
な
か
ỵ
た
の
で
し
Ỹ
う

か
︒ 

私
は
⼈
間
に
は
︑
も
の
を
考
へ
る
無
限
の
⼒
が
備
わ
ỵ
て
い
る
︑
と
信
じ
て
い
ま
す
︒
た
だ
︑
そ
の
⼒
が
⼗
分
に
は
発

揮
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
け
だ
︑
と
考
へ
て
い
ま
す
︒
だ
と
し
た
ら
︑
⼈
が
も
の
を
考
へ
る
の
を
妨
げ
て
い
る
も
の
を
︑

で
き
る
だ
け
取
り
除
く
こ
と
が
⼤
事
に
な
り
ま
す
︒
何
が
も
の
を
考
へ
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
の
で
し
Ỹ
う
か
︒ 

妨
げ
て
い
る
の
は
﹁
時
代
﹂
で
す
︒
⼈
は
︑
周
り
の
み
ん
な
が
﹁
良
い
こ
と
︑
正
し
い
こ
と
﹂
と
⾔
う
こ
と
に
逆
ら
ỵ

て
︑
も
の
を
考
へ
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
︒
科
学
の
進
歩
は
素
晴
ら
し
い
︑
経
済
成
⻑
は
良
い
こ
と
だ
︑
⼈

⼝
が
増
え
る
こ
と
は
良
い
こ
と
だ
・
減
る
こ
と
は
悪
い
こ
と
だ
︑
男
⼥
差
別
は
悪
い
こ
と
だ
︑
⾃
分
の
意
⾒
を
持
つ
の

は
良
い
こ
と
だ
︑
論
証
さ
れ
た
こ
と
は
真
実
で
あ
る
︑
な
ど
で
す
︒
み
ん
な
が
﹁
⼥
は
出
し
Ỷ
ば
る
な
﹂
と
⾔
ỵ
て
い

る
﹁
時
代
﹂
に
︑
男
⼥
差
別
は
悪
い
こ
と
だ
と
考
へ
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
す
︒
そ
の
逆
も
ま
た
同
様
で
す
︒
昔
は
男
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尊
⼥
卑
だ
ỵ
た
け
ど
今
は
間
違
い
が
正
さ
れ
て
男
⼥
平
等
に
な
ỵ
た
︑
と
い
う
の
も
同
じ
で
す
︒
昔
よ
り
今
の
ほ
う
が

﹁
正
し
い
﹂
と
み
ん
な
が
⾔
う
﹁
時
代
﹂
︵
進
歩
主
義
の
時
代
︶
に
従
ỵ
て
︑
そ
う
考
へ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
す
︒ 

も
の
を
考
へ
て
何
ら
か
の
結
論
を
出
す
と
し
ま
す
︒
そ
の
結
論
は
﹁
前
提
条
件
﹂
に
よ
ỵ
て
違
ỵ
て
き
ま
す
︒
も
の
を

考
へ
る
上
で
の
﹁
前
提
条
件
﹂
を
︑
﹁
時
代
﹂
が
暗
黙
裡
に
設
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
れ
に
よ
り
︑
も
の

を
考
へ
る
幅
が
制
限
さ
れ
︑
導
き
出
さ
れ
る
﹁
結
論
﹂
も
制
約
を
受
け
ま
す
︒
こ
れ
で
は
︑
⾃
分
で
も
の
を
考
へ
て
い

る
と
は
⾔
え
ま
せ
ん
︒
﹁
時
代
﹂
に
考
へ
さ
せ
ら
れ
︑
﹁
時
代
﹂
に
強
制
さ
れ
た
︵
少
な
く
と
も
制
限
さ
れ
た
︶
結
論

を
出
し
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
︒ 

そ
の
上
さ
ら
に
︑
み
ん
な
が
﹁
良
い
こ
と
︑
正
し
い
こ
と
﹂
だ
と
⾔
う
こ
と
は
︑
﹁
時
代
﹂
と
と
も
に
変
わ
り
ま
す
︒

﹁
前
提
条
件
﹂
が
変
わ
る
の
で
す
か
ら
︑
当
然
︑
結
論
も
変
わ
り
ま
す
︒
私
達
は
︑
﹁
時
代
﹂
に
制
限
さ
れ
︑
振
り
回

さ
れ
て
︑
も
の
を
考
へ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
こ
で
出
さ
れ
る
結
論
が
︑
進
学
︑
就
職
︑
結
婚
︑
出

産
︑
住
む
処
︑
両
親
や
⼦
供
と
の
同
居
︑
な
ど
︑
⼈
⽣
に
⼤
き
く
関
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒
⼈
が
幸
せ
に
な
る
た
め

に
︑
ど
う
す
べ
き
か
と
考
へ
る
と
き
も
︑
﹁
時
代
﹂
に
振
り
回
さ
れ
て
結
論
を
出
し
て
い
る
の
で
す
︒
ひ
と
り
ひ
と
り

の
仕
事
や
会
社
の
事
業
の
判
断
も
同
様
で
す
︒
ひ
い
て
は
︑
国
⼒
や
国
の
存
亡
に
関
わ
る
こ
と
ま
で
︑
﹁
時
代
﹂
に
振

り
回
さ
れ
て
結
論
を
出
し
て
い
ま
す
︒
平
成
に
⼊
ỵ
て
︑
⽇
本
企
業
が
競
争
⼒
を
失
い
続
け
て
い
る
の
も
︑
み
ん
な
が

明
る
い
未
来
を
信
じ
ら
れ
な
く
な
ỵ
た
の
も
︑
﹁
時
代
﹂
に
振
り
回
さ
れ
た
結
果
で
す
︒ 

平
成
の
世
で
は
︑
論
理
的
思
考
が
﹁
良
い
こ
と
︑
正
し
い
こ
と
﹂
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
も
﹁
時
代
﹂
が
強
制
し
て

い
る
も
の
で
す
︒
平
成
流
⾏
の
論
理
的
思
考
と
は
︑
﹁
時
代
﹂
に
従
ỵ
て
書
か
れ
た
教
科
書
や
み
ん
な
が
⾔
う
こ
と

を
︑
無
条
件
に
﹁
前
提
条
件
﹂
に
設
定
し
て
︑
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
で
す
︒
端
的
に
⾔
え
ば
︑
⾃
分
で
も
の
を
考
へ

な
い
思
考
法
︵
？
︶
で
す
︒
論
理
的
思
考
は
思
考
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒ 

﹁
前
提
条
件
﹂
を
⾃
分
で
設
定
す
る
こ
と
を
︑
私
は
お
す
ゝ
め
し
ま
す
︒
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
⾃
分
の
結
論
を
導
き
出

す
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
⾃
分
で
も
の
を
考
へ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
⾃
分
で
﹁
前
提
条
件
﹂
を
設
定
す
る
と
は
︑
教
科
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書
に
書
い
て
あ
る
こ
と
や
み
ん
な
が
⾔
う
こ
と
を
鵜
呑
み
に
す
る
の
で
は
な
く
︑
何
を
﹁
前
提
条
件
﹂
に
設
定
す
る
の

が
良
い
の
か
︑
⾃
分
で
判
断
す
る
こ
と
で
す
︒
暗
黙
裡
に
﹁
時
代
﹂
が
設
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
﹁
前
提
条
件
﹂
を
︑

⾃
覚
的
に
捉
え
吟
味
す
る
こ
と
で
す
︒
﹁
時
代
﹂
を
受
け
⼊
れ
る
の
な
ら
︑
⾃
覚
的
に
受
け
⼊
れ
る
こ
と
で
す
︒
つ
ま

り
︑
⾃
分
が
⽣
き
る
こ
の
世
を
⾃
分
の
⽬
で
観
て
︑
そ
こ
が
い
ỵ
た
い
ど
ん
な
と
こ
ろ
な
の
か
︑
⾃
分
で
捉
え
る
と
い

う
こ
と
で
す
︒
そ
う
や
ỵ
て
︑
⾃
分
独
⾃
の
﹁
前
提
条
件
﹂
を
設
定
し
て
結
論
を
導
き
出
し
ま
す
︒
こ
れ
を
私
は
﹁
独

創
的
思
考
﹂
と
呼
ん
で
い
ま
す
︒ 

独
創
的
思
考
を
⾝
に
付
け
る
こ
と
で
︑
⾃
分
の
⼈
⽣
を
⽣
き
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
仕
事
や
事
業
を
進
め
る
な
か
で
決

断
が
必
要
に
な
ỵ
た
と
き
︑
⾃
分
で
考
へ
︑
⾃
分
で
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒ 

独
創
的
思
考
を
お
す
ゝ
め
し
ま
す
︒ 

全
体
の
構
成 

本
書
は
︑
も
の
を
考
へ
る
⼒
を
⾼
め
る
試
み
で
す
︒ 

も
の
を
考
へ
る
⼒
を
⾼
め
る
た
め
に
は
︑
考
へ
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
も
の
を
︑
で
き
る
だ
け
取
り
除
く
こ
と
が
⼀
番

⼤
事
で
す
︒
も
の
を
考
へ
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
も
の
の
な
か
で
も
︑
⼀
番
⼤
き
な
も
の
は
﹁
時
代
﹂
で
す
︒
今
と
い

う
時
代
が
許
す
⽅
向
か
ら
外
れ
て
︑
⼈
は
も
の
を
考
へ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒
⾃
由
に
も
の
を
考
へ
る
な
ど
と
よ
く

⾔
い
ま
す
が
︑
そ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
で
す
︒
も
の
を
考
へ
る
上
で
⼈
が
出
来
得
る
最
⼤
の
こ
と
は
︑
時
代
が
何
を
ど

う
考
へ
る
こ
と
を
強
制
し
て
い
る
の
か
︑
そ
の
⽅
向
を
可
能
な
限
り
把
握
す
る
こ
と
で
す
︒
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
そ
の

強
制
⼒
を
多
少
な
り
と
も
和
ら
げ
た
り
︑
あ
る
い
は
︑
意
識
的
に
喜
ん
で
時
代
の
強
制
を
受
け
⼊
れ
た
り
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
︒
﹁
上
巻
 

⽇
本
⼈
は
い
か
に
思
考
⼒
を
失
ỵ
た
か
﹂
は
︑
﹁
時
代
の
強
制
⼒
﹂
の
⽅
向
が
移
り
変
わ
る
様

を
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
す
︒ 
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歴
史
的
に
⼈
⼝
と
経
済
規
模
は
︑
急
激
に
成
⻑
す
る
時
期
と
ほ
ぼ
横
這
い
で
推
移
す
る
時
期
と
を
︑
交
互
に
繰
り
返
し

て
き
ま
し
た
︒
ま
ず
︑
⼈
⼝
と
経
済
規
模
の
﹁
成
⻑
期
﹂
と
﹁
横
這
い
期
﹂
と
で
︑
﹁
時
代
﹂
を
⼤
き
く
区
分
し
ま

す
︒
こ
れ
に
加
え
て
︑
戦
後
に
特
有
の
﹁
世
代
交
替
﹂
の
枠
組
み
を
使
い
ま
す
︒
こ
の
ふ
た
つ
の
枠
組
み
で
区
分
さ
れ

る
﹁
時
代
﹂
に
よ
ỵ
て
︑
﹁
時
代
の
強
制
⼒
﹂
の
⽅
向
が
特
徴
的
に
異
な
る
か
ら
で
す
︒
区
分
を
越
え
る
と
強
制
⼒
は

⽅
向
を
変
え
︑
み
ん
な
が
﹁
良
い
こ
と
︑
正
し
い
こ
と
﹂
だ
と
⾔
う
こ
と
が
変
わ
ỵ
て
い
き
ま
す
︒ 

平
成
終
盤
の
今
は
︑
成
⻑
期
終
了
直
後
で
す
︒
成
⻑
期
に
特
有
の
考
へ
⽅
と
︑
そ
れ
と
は
正
反
対
の
横
這
い
期
に
特
有

の
考
へ
⽅
と
が
混
在
し
て
︑
み
ん
な
の
思
考
が
混
乱
し
て
い
る
時
期
で
す
︒
さ
ら
に
︑
戦
後
三
〇
年
程
度
の
間
に
産
ま

れ
た
﹁
戦
後
世
代
﹂
が
︑
こ
の
混
乱
に
拍
⾞
を
か
け
て
い
ま
す
︒ 

 

思
考
が
混
乱
す
る
こ
の
現
象
を
︑
⼈
が
働
く
と
い
う
こ
と
を
例
に
挙
げ
て
︑
具
体
的
に
詳
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
が

﹁
中
巻
 

⽇
本
企
業
は
い
か
に
競
争
⼒
を
失
ỵ
た
か
﹂
で
す
︒
こ
の
⽂
脈
に
沿
う
な
ら
ば
︑
経
営
戦
略
と
は
﹁
相
反
す

る
ふ
た
つ
の
考
へ
⽅
に
よ
る
混
乱
を
治
め
て
︑
み
ん
な
の
働
き
の
成
果
を
⼤
き
く
す
る
こ
と
﹂
と
観
る
こ
と
が
で
き
ま

す
︒ 

消
費
者
や
社
員
の
意
識
な
ど
︑
事
業
環
境
を
構
成
す
る
要
素
は
︑
こ
の
思
考
の
混
乱
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
︒
経
営

戦
略
を
考
へ
る
経
営
者
や
私
⾃
⾝
も
影
響
さ
れ
て
い
ま
す
︒
経
営
戦
略
を
専
⾨
と
す
る
私
は
︑
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
企
業
の

戦
略
を
考
へ
る
た
め
に
︑
時
代
が
強
い
て
い
る
思
考
の
混
乱
状
況
を
︑
把
握
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で

す
︒ 

世
の
中
が
﹁
成
⻑
期
﹂
を
過
ぎ
て
︑
ど
こ
の
国
の
企
業
の
成
⻑
⼒
も
︑
全
体
的
に
弱
ま
り
ま
し
た
︒
世
の
中
が
﹁
横
這

い
期
﹂
へ
と
向
か
う
﹁
移
⾏
期
﹂
に
あ
る
な
か
︑
⽇
本
企
業
は
こ
の
変
化
に
上
⼿
く
対
応
で
き
て
い
ま
せ
ん
︒
企
業
経

営
者
や
政
府
幹
部
な
ど
の
指
導
者
層
が
﹁
戦
後
世
代
﹂
に
な
ỵ
た
か
ら
で
す
︒
こ
の
世
代
の
⼈
達
は
︑
変
化
へ
の
対
応

を
考
へ
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
⽅
向
に
︑
思
考
が
固
定
さ
れ
て
し
ま
ỵ
て
い
る
か
ら
で
す
︒ 



序章 要旨と構成 

 7 

移
⾏
期
の
混
乱
状
態
の
な
か
︑
上
⼿
く
切
り
抜
け
る
た
め
の
⽅
法
を
︑
中
巻
の
最
後
に
提
案
し
ま
す
︒
そ
う
し
て
経
営

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
使
命
を
果
た
そ
う
と
い
う
⼨
法
で
す
︒ 

 
﹁
下
巻
 

思
考
⼒
を
取
り
戻
す
﹂
で
は
︑
﹁
も
の
を
考
へ
る
と
は
何
を
ど
う
す
る
こ
と
な
の
か
﹂
を
︑
ズ
バ
リ
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
挑
戦
し
ま
す
︒ 

も
の
を
考
へ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
︒
そ
れ
が
わ
か
る
と
︑
﹁
時
代
の
強
制
⼒
﹂
は
︑
何
を
ど
う
縛
ỵ
て
い
る

の
か
が
わ
か
り
ま
す
︒
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
⾃
分
の
考
へ
の
︑
ど
こ
が
︑
な
ぜ
︑
ど
の
よ
う
に
︑
制
限
さ
れ
︑
歪
め
ら

れ
て
い
る
の
か
わ
か
り
ま
す
︒
⾃
分
は
︑
ほ
と
ん
ど
も
の
を
考
へ
て
は
い
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒
ま
た
︑
⾃
由
に

も
の
を
考
へ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
︑
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
︒ 

そ
れ
を
⾃
覚
す
る
と
︑
も
の
を
考
へ
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒
⾃
分
の
考
へ
を
改
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
︒
と
き
に
は
︑
喜
ん
で
﹁
時
代
の
強
制
⼒
﹂
を
受
け
⼊
れ
た
り
︑
喜
ん
で
﹁
時
代
の
強
制
⼒
﹂
に
⾝
を
委
ね
て
思

考
停
⽌
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒
た
ぶ
ん
︑
そ
れ
が
本
当
の
﹁
⾃
由
﹂
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と

思
い
ま
す
︒ 

下
巻
の
最
後
に
は
︑
肝
腎
の
﹁
も
の
を
考
へ
る
⼒
⾃
体
を
⾼
め
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
﹂
に
つ
い
て
お
話
し
ま

す
︒ 

﹁
上
巻 
⽇
本
⼈
は
い
か
に
思
考
⼒
を
失
ỵ
た
か
﹂の
要
旨 

も
の
を
考
へ
る
⼒
を
⾼
め
る
た
め
に
は
︑
考
へ
る
妨
げ
と
な
ỵ
て
い
る
も
の
を
可
能
な
限
り
取
り
除
く
こ
と
が
⼀
番
⼤

切
で
す
︒
最
⼤
の
障
害
は
﹁
時
代
﹂
で
す
︒
み
ん
な
は
⾃
分
が
⽣
き
て
い
る
﹁
時
代
﹂
に
沿
ỵ
た
⽅
向
で
し
か
︑
も
の

を
考
へ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒ 
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⽇
本
も
世
界
の
ほ
か
の
地
域
も
歴
史
的
に
︑
⼈
⼝
と
経
済
規
模
が
百
年
程
度
の
間
に
何
倍
に
も
増
え
る
﹁
成
⻑
期
﹂

と
︑
数
百
年
続
く
﹁
横
這
い
期
﹂
と
が
︑
交
互
に
何
度
も
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
︒
有
史
以
来
三
回
で
す
︒
⽇
本
の
こ

れ
ま
で
の
成
⻑
期
を
挙
げ
る
と
︑
⾶
⿃
時
代
前
後
の
﹁
律
令
国
家
の
成
⽴
﹂
︑
戦
国
か
ら
江
⼾
初
期
の
﹁
幕
藩
体
制
の

確
⽴
﹂
︑
そ
し
て
︑
幕
末
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
﹁
⼯
業
化
社
会
の
出
現
﹂
で
す
︒
そ
れ
以
前
の
︑
考
古
学
に
よ
り
多

少
な
り
と
も
わ
か
ỵ
て
い
る
成
⻑
期
は
︑
旧
⽯
器
時
代
の
﹁
狩
猟
採
集
⽂
明
﹂
と
縄
⽂
時
代
の
﹁
定
住
型
社
会
の
出

現
﹂
で
す
︒
こ
れ
を
合
わ
せ
れ
ば
︑
最
近
ま
で
の
成
⻑
期
は
五
回
⽬
に
な
り
ま
す
︒
過
去
の
歴
史
の
⼤
半
は
横
這
い
期

で
す
︒
た
ま
に
訪
れ
る
成
⻑
期
は
︑
百
年
程
度
と
短
い
﹁
歴
史
上
の
特
異
点
﹂
で
す
︒ 

こ
の
よ
う
な
歴
史
の
中
で
今
と
い
う
時
代
を
捉
え
る
と
︑
直
近
の
成
⻑
期
が
終
わ
ỵ
て
四
半
世
紀
が
経
ỵ
た
と
こ
ろ
で

す
︒
つ
ま
り
︑
今
は
﹁
成
⻑
期
終
了
直
後
﹂
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
︑
ふ
さ
わ
し
い
⽅
向
で
も
の
を
考
へ
る
よ
う
︑
時

代
が
強
制
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
平
成
終
盤
の
今
の
世
の
中
で
は
︑
成
⻑
期
に
特
有
の
考
へ
⽅
が
徐
々
に
疑
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
︑
横
這
い
期
の
考
へ
⽅
が
み
ん
な
の
⼼
に
忍
び
込
み
始
め
て
い
ま
す
︒
世
の
中
は
横
這
い
期
へ
の

﹁
移
⾏
期
﹂
に
⼊
り
ま
し
た
︒ 

⼈
の
﹁
意
識
﹂
は
時
代
の
変
化
に
遅
れ
︑
﹁
無
意
識
﹂
は
時
代
変
化
に
同
期
し
ま
す
︒
こ
の
た
め
︑
横
這
い
期
へ
の
移

⾏
期
に
は
︑
成
⻑
期
の
ま
ま
で
い
る
意
識
と
︑
横
這
い
期
に
移
り
つ
つ
あ
る
無
意
識
と
の
間
に
時
差
が
⽣
じ
ま
す
︒
正

反
対
の
ふ
た
つ
考
へ
⽅
が
意
識
と
無
意
識
を
ね
じ
曲
げ
︑
み
ん
な
の
思
考
を
混
乱
さ
せ
ま
す
︒
ま
た
︑
世
の
中
の
仕
組

み
は
︑
成
⻑
期
を
過
ぎ
て
も
し
ば
ら
く
は
成
⻑
期
型
の
ま
ま
維
持
さ
れ
ま
す
︒
こ
の
た
め
︑
世
の
中
の
仕
組
み
と
み
ん

な
の
無
意
識
と
を
乖
離
さ
せ
る
と
と
も
に
︑
み
ん
な
の
意
識
を
時
代
遅
れ
の
ま
ま
固
定
し
て
混
乱
を
⻑
引
か
せ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
︒ 

さ
ら
に
︑
今
の
⽇
本
は
︑
敗
戦
後
と
い
う
﹁
時
代
﹂
に
も
あ
り
ま
す
︒
敗
戦
か
ら
三
〇
年
程
度
の
間
に
⽣
ま
れ
た
﹁
戦

後
世
代
﹂
が
特
に
︑
敗
戦
の
影
響
を
⾊
濃
く
受
け
て
い
ま
す
︒
そ
れ
が
結
果
的
に
︑
成
⻑
期
型
か
ら
の
頭
の
切
り
替
え
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を
難
し
く
し
て
い
ま
す
︒
本
⼈
達
の
も
の
を
考
へ
る
⼒
を
損
な
う
と
と
も
に
︑
み
ん
な
の
思
考
の
混
乱
に
拍
⾞
を
か
け

て
い
ま
す
︒ 

こ
の
よ
う
な
﹁
時
代
の
強
制
⼒
﹂
を
把
握
す
る
こ
と
で
︑
⾃
分
の
思
考
の
偏
り
や
歪
み
を
⾃
覚
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
︒
そ
し
て
︑
⾃
覚
し
た
分
だ
け
︑
﹁
時
代
の
強
制
⼒
﹂
を
か
わ
し
て
︑
⾃
分
で
も
の
を
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
︒ 

具
体
的
に
は
︑
今
の
世
を
⽣
き
る
み
ん
な
の
意
識
下
の
思
考
は
︑
成
⻑
期
に
特
有
の
機
械
論
的
⾃
然
観
と
︑
こ
れ
に
基

づ
く
論
理
的
思
考
に
囚
わ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
横
這
い
期
型
に
向
か
う
無
意
識
と
捻
れ
て
︑
み
ん
な
の
思
考
を
混

乱
に
陥
れ
て
い
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
機
械
論
的
⾃
然
観
や
論
理
的
思
考
は
︑
そ
れ
⾃
体
が
︑
極
端
に
偏
り
︑
歪

み
︑
か
つ
︑
⾃
⼰
⽭
盾
を
孕
ん
だ
も
の
で
す
︒
こ
の
た
め
︑
み
ん
な
は
︑
ほ
と
ん
ど
も
の
を
考
へ
ら
れ
な
く
な
ỵ
て
い

ま
す
︒
こ
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
︑
も
の
を
考
へ
る
⼒
を
取
り
戻
す
た
め
の
第
⼀
歩
で
す
︒ 

﹁
中
巻 
⽇
本
企
業
は
い
か
に
競
争
⼒
を
失
ỵ
た
か
﹂の
要
旨 

平
成
の
御
代
は
︑
⽇
本
企
業
が
競
争
⼒
を
失
ỵ
た
三
〇
年
と
し
て
︑
間
も
な
く
幕
を
閉
じ
ま
す
︒
昭
和
終
盤
の
⼀
時

期
︑
世
界
中
か
ら
嫉
妬
と
羨
望
の
眼
差
し
を
集
め
た
﹁
⽇
本
株
式
会
社
﹂
は
︑
平
成
終
盤
の
今
で
は
⾒
る
影
も
あ
り
ま

せ
ん
︒ 

多
く
の
⽇
本
企
業
の
成
⻑
⼒
が
弱
ま
ỵ
た
の
は
︑
⽇
本
が
成
⻑
期
を
過
ぎ
て
横
這
い
期
に
向
か
ỵ
て
い
る
か
ら
で
す
︒

で
も
︑
世
界
の
ほ
か
の
地
域
も
︑
多
少
の
時
期
の
前
後
は
あ
り
な
が
ら
も
︑
同
様
に
横
這
い
期
へ
と
移
⾏
し
て
い
ま

す
︒
そ
の
な
か
で
⽇
本
企
業
が
概
し
て
競
争
⼒
を
失
ỵ
た
の
は
︑
成
⻑
期
か
ら
横
這
い
期
へ
の
移
⾏
期
を
︑
う
ま
く
切

り
抜
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
︒ 

移
⾏
期
に
あ
る
⽇
本
で
﹁
⼈
が
働
く
﹂
と
い
う
こ
と
を
︑
﹁
成
⻑
期
と
横
這
い
期
の
対
⽐
﹂
の
枠
組
み
で
捉
え
て
み
ま

す
︒
⼈
が
働
く
根
源
的
な
理
由
は
︑
⽣
き
る
た
め
で
す
︒
⾃
分
が
⽣
き
る
の
に
必
要
な
も
の
を
︑
⾃
分
ひ
と
り
で
全
て
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揃
え
る
こ
と
は
事
実
上
で
き
ま
せ
ん
︒
⼈
が
働
く
と
き
に
は
︑
多
か
れ
少
な
か
れ
︑
ほ
か
の
⼈
達
と
仕
事
を
分
担
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
︒
成
⻑
期
に
は
分
担
は
と
て
も
細
か
く
な
り
︑
横
這
い
期
に
は
⼤
括
り
に
な
り
ま
す
︒
成
⻑
期
に
は

⼤
勢
の
﹁
⾒
ず
知
ら
ず
の
他
⼈
﹂
と
の
分
担
が
中
⼼
︑
横
這
い
期
に
は
家
族
や
近
所
の
仲
間
な
ど
﹁
顔
⾒
知
り
﹂
の
間

の
分
担
が
中
⼼
︑
と
い
う
対
⽐
に
な
り
ま
す
︒ 

成
⻑
期
に
は
︑
多
く
の
仕
事
を
﹁
⾒
ず
知
ら
ず
の
他
⼈
﹂
に
や
ỵ
て
も
ら
う
﹁
外
注
化
﹂
が
進
み
ま
す
︒
そ
し
て
︑
売

り
⼿
と
買
い
⼿
︑
貯
蓄
と
投
資
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
遠
く
離
れ
︑
互
い
に
⼼
が
通
い
合
う
関
係
で
は
な
く
な
り
ま
す
︒
そ
こ

で
⾏
わ
れ
る
こ
と
は
﹁
取
引
﹂
と
な
り
︑
本
来
は
︑
お
互
い
の
仕
事
を
分
担
し
合
う
こ
と
だ
ỵ
た
︑
先
⾏
投
資
の
元
⼿

を
融
通
し
合
う
助
け
合
い
だ
ỵ
た
︑
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
働
く
⽬
的
を
忘
れ
て
し
ま
い
ま

す
︒
ま
た
︑
効
率
を
上
げ
る
た
め
に
︑
分
担
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
の
規
模
を
⼤
き
く
し
て
い
き
ま
す
︒
雇
い
⼈
と

雇
わ
れ
⼈
と
の
間
に
上
下
関
係
が
⽣
ま
れ
ま
す
︒
こ
う
し
て
︑
細
分
化
さ
れ
組
織
化
さ
れ
た
巨
⼤
な
仕
組
み
の
な
か

の
︑
ご
く
⼩
さ
な
ピ
ổ
ス
を
担
当
す
る
こ
と
が
︑
﹁
⼈
が
働
く
こ
と
﹂
に
な
り
ま
す
︒
巨
⼤
な
組
織
や
仕
組
み
全
体
の

効
率
を
上
げ
る
た
め
の
理
屈
が
作
り
出
さ
れ
︑
み
ん
な
は
そ
の
理
屈
に
従
ỵ
て
働
く
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
⽬
的
を
忘

れ
︑
本
来
助
け
合
ỵ
て
い
る
は
ず
の
相
⼿
と
⼼
を
通
わ
せ
る
こ
と
も
な
く
︑
感
情
を
押
し
殺
し
て
機
械
の
よ
う
に
な
ỵ

て
︑
理
屈
通
り
正
確
な
動
作
を
毎
⽇
毎
⽇
繰
り
返
し
ま
す
︒
み
ん
な
は
⼈
間
性
を
失
い
ま
す
︒ 

横
這
い
期
に
向
か
う
移
⾏
期
に
は
︑
そ
れ
ま
で
の
成
⻑
期
に
細
分
化
さ
れ
た
分
担
を
︑
⼤
括
り
に
戻
し
て
い
き
ま
す
︒

家
族
や
近
所
の
仲
間
な
ど
﹁
顔
⾒
知
り
﹂
の
間
で
⾏
う
仕
事
が
増
え
る
﹁
内
製
化
﹂
が
進
み
ま
す
︒
売
り
⼿
と
買
い

⼿
︑
貯
蓄
と
投
資
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
距
離
を
縮
め
︑
互
い
に
気
持
ち
が
通
じ
合
う
よ
う
に
な
ỵ
て
い
き
ま
す
︒
仕
事
は
助

け
合
い
だ
と
い
う
︑
働
く
⽬
的
を
だ
ん
だ
ん
思
い
出
す
よ
う
に
な
り
ま
す
︒
新
た
に
創
業
す
る
会
社
は
︑
規
模
を
⼤
き

く
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
が
増
え
ま
す
︒
そ
こ
で
働
く
⼈
達
は
︑
上
下
で
は
な
く
横
の
関
係
と
な
り
︑
仲
間
意
識
が
強

く
な
り
ま
す
︒
巨
⼤
な
組
織
や
仕
組
み
を
動
か
す
理
屈
よ
り
も
︑
⾃
分
の
⽬
で
⾒
た
現
実
を
優
先
す
る
よ
う
に
な
ỵ
て

い
き
ま
す
︒
こ
う
し
て
︑
み
ん
な
は
⼈
間
性
を
取
り
戻
し
ま
す
︒ 
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喩
え
て
⾔
う
な
ら
︑
新
規
創
業
し
た
ラ
ổ
メ
ン
屋
の
親
⽗
は
︑
成
⻑
期
に
は
⼤
規
模
全
国
チ
ỽ
ổ
ン
を
⽬
指
し
︑
横
這

い
期
に
は
⾃
分
の
⽬
の
⾏
き
届
く
規
模
を
維
持
し
よ
う
と
し
ま
す
︒
成
⻑
期
の
ラ
ổ
メ
ン
屋
は
コ
ス
パ
︵
費
⽤
対
効

果
︶
が
良
く
︑
当
た
り
外
れ
も
な
さ
そ
う
で
す
が
︑
本
当
に
旨
い
ラ
ổ
メ
ン
は
横
這
い
期
の
ラ
ổ
メ
ン
屋
で
し
か
⾷
べ

ら
れ
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
︒ 

平
成
終
盤
の
現
在
︑
⽇
本
は
移
⾏
期
の
序
の
⼝
に
⼊
ỵ
た
と
こ
ろ
で
す
︒
こ
の
変
化
へ
の
対
応
を
難
し
く
し
て
い
る
要

因
に
︑
ふ
た
つ
の
時
差
が
あ
り
ま
す
︒ 

ひ
と
つ
め
は
︑
成
⻑
期
型
の
意
識
と
︑
横
這
い
期
型
に
移
り
始
め
た
無
意
識
と
の
時
差
で
す
︒
職
場
の
み
ん
な
は
︵
意

識
下
で
︶
成
⻑
期
型
の
理
屈
を
こ
ね
て
︑
も
の
を
⾔
ỵ
た
り
︑
決
め
た
り
︑
し
た
り
し
ま
す
︒
顧
客
の
︵
無
意
識
層
の

⽀
配
下
に
あ
る
︶
購
買
⾏
動
と
不
整
合
を
起
こ
し
︑
企
業
の
競
争
⼒
を
低
下
さ
せ
て
い
ま
す
︒ 

ふ
た
つ
め
は
︑
成
⻑
期
型
の
世
の
中
の
仕
組
み
と
︑
横
這
い
期
型
に
な
ỵ
て
き
て
い
る
み
ん
な
の
無
意
識
下
の
気
持
ち

で
す
︒
こ
の
時
差
に
よ
り
︑
み
ん
な
は
︵
無
意
識
の
う
ち
に
︶
世
の
中
の
仕
組
み
を
嫌
悪
す
る
気
持
ち
を
膨
ら
ま
せ
ま

す
︒
会
社
で
は
組
織
の
理
屈
を
否
定
す
る
声
︵
ワ
ổ
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
︑
ブ
ラ
ỿ
ク
企
業
︑
な
ど
︶
が
⼤
き
く

な
り
︑
⽣
産
性
を
低
下
さ
せ
て
い
ま
す
︒
ネ
ỿ
ト
や
マ
ス
コ
ミ
を
通
し
て
企
業
や
政
府
の
指
導
者
へ
の
誹
謗
中
傷
が
激

し
く
な
り
︑
企
業
活
動
と
政
府
の
活
動
を
妨
害
し
て
い
ま
す
︒ 

こ
ん
な
難
し
い
時
期
に
︑
不
運
に
も
︑
⽇
本
企
業
や
政
府
の
指
導
者
層
は
︑
戦
後
世
代
へ
と
交
替
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
︒
⽇
本
企
業
が
競
争
⼒
を
失
い
始
め
た
の
は
︑
平
成
⼀
桁
半
ば
︑
ち
Ỹ
う
ど
敗
戦
か
ら
半
世
紀
経
ỵ
た
頃
で
す
︒

つ
ま
り
︑
戦
後
世
代
が
企
業
経
営
者
な
ど
世
の
中
の
指
導
者
層
に
な
ỵ
た
と
き
か
ら
で
す
︒
戦
後
世
代
は
︑
戦
前
・
戦

中
世
代
に
⽐
べ
て
︑
も
の
を
考
へ
る
⼒
が
⼤
き
く
損
な
わ
れ
て
い
ま
す
︒
戦
後
教
育
が
︑
頭
で
ỵ
か
ち
に
理
屈
ば
か
り

こ
ね
る
戦
後
世
代
を
作
り
上
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
で
も
︑
教
育
制
度
の
改
⾰
は
解
決
策
に
は
な
り
ま
せ
ん
︒
改
⾰
を

企
て
る
の
も
戦
後
世
代
だ
か
ら
で
す
︒
実
際
︑
改
⾰
の
た
び
に
更
に
悪
化
さ
せ
続
け
て
い
ま
す
︒ 



 

 12 

戦
後
世
代
の
次
の
カ
ワ
イ
イ
世
代
︵
昭
和
五
⼆
年
以
降
に
産
ま
れ
た
世
代
を
私
は
そ
う
名
付
け
ま
し
た
︶
は
︑
敗
戦
の

悪
影
響
か
ら
免
れ
て
い
ま
す
︒
戦
後
教
育
の
嘘
く
さ
さ
に
も
な
ん
と
な
く
気
づ
い
て
い
る
よ
う
で
︑
学
校
の
授
業
や
教

科
書
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
︑
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
お
伽
噺
だ
と
受
け
⽌
め
て
い
ま
す
︒
戦
後
世
代
に
較
べ
て
独

創
的
思
考
⼒
が
格
段
に
⾼
く
︑
横
這
い
期
へ
と
向
か
う
移
⾏
期
を
︑
上
⼿
く
切
り
抜
け
る
能
⼒
を
持
ỵ
て
い
ま
す
︒
⼗

数
年
後
に
は
︑
こ
の
カ
ワ
イ
イ
世
代
が
世
の
中
の
指
導
者
層
に
な
り
ま
す
︒
そ
れ
ま
で
の
間
︑
な
ん
と
か
現
状
維
持
以

上
を
⽬
指
し
て
︑
襷
を
渡
せ
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
︒ 

そ
の
た
め
に
は
︑
ま
ず
は
︑
世
の
中
は
既
に
成
⻑
期
を
過
ぎ
︑
横
這
い
期
に
向
か
う
移
⾏
期
に
あ
る
現
実
を
︑
し
ỵ
か

り
と
⾒
る
こ
と
が
⼤
事
で
す
︒
そ
し
て
︑
具
体
的
に
は
︑
ふ
た
つ
の
こ
と
を
提
案
し
ま
す
︒
ひ
と
つ
め
は
︑
各
⾃
各
社

が
﹁
得
意
な
こ
と
﹂
を
す
る
こ
と
で
す
︒
仕
事
も
事
業
も
︑
本
来
助
け
合
い
で
あ
る
こ
と
は
︑
成
⻑
期
も
横
這
い
期
も

変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
︒
助
け
合
い
が
み
ん
な
に
と
ỵ
て
最
も
良
い
結
果
を
産
む
の
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
⼀
番
得
意
な
こ
と

を
分
担
す
る
と
き
で
す
︒
た
だ
︑
成
⻑
期
に
は
﹁
得
意
な
こ
と
﹂
は
︑
と
て
も
わ
か
り
に
く
く
な
り
ま
す
︒
経
済
の
仕

組
み
が
成
⻑
期
型
の
ま
ま
の
現
在
も
同
様
で
す
︒
こ
れ
を
⾒
つ
け
る
こ
と
が
経
営
戦
略
の
⼤
事
な
役
割
で
す
︒
特
に
︑

移
⾏
期
の
今
は
︑
⼀
番
⼤
事
な
こ
と
だ
と
私
は
考
へ
て
い
ま
す
︒
ふ
た
つ
め
は
︑
カ
ワ
イ
イ
世
代
を
︑
ま
ず
は
顧
客
と

し
て
深
く
理
解
す
る
こ
と
で
す
︒
そ
こ
に
は
︑
無
意
識
層
の
⽀
配
下
に
あ
る
購
買
⾏
動
を
理
解
す
る
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
す
︒
﹁
顧
客
を
創
る
マ
ổ
ケ
テ
ỻ
ン
グ
﹂
が
中
⼼
に
な
り
ま
す
︒ 

こ
れ
は
︑
論
理
的
思
考
だ
け
で
は
で
き
ま
せ
ん
︒
成
⻑
期
に
し
か
通
⽤
し
な
い
﹁
近
代
の
発
想
﹂
を
越
え
た
︑
独
創
的

思
考
が
必
要
に
な
り
ま
す
︒ 

﹁
下
巻 
思
考
⼒
を
取
り
戻
す
﹂の
要
旨 

敗
戦
後
か
ら
平
成
に
か
け
て
の
⽇
本
で
は
︑
論
理
的
思
考
が
流
⾏
し
て
い
ま
す
︒
こ
こ
に
は
︑
独
創
性
は
⼀
切
あ
り
ま

せ
ん
︒
論
理
的
思
考
で
は
︑
間
違
え
さ
え
し
な
け
れ
ば
︑
だ
れ
が
や
ỵ
て
も
同
じ
答
え
に
た
ど
り
着
き
ま
す
︒
独
⾃
性
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が
⼊
り
込
む
余
地
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
ま
た
︑
正
解
は
あ
ら
か
じ
め
決
ま
ỵ
て
い
ま
す
︒
創
造
性
も
皆
無
で
す
︒
む

し
ろ
︑
独
⾃
性
や
創
造
性
を
少
し
で
も
持
ち
込
め
ば
︑
﹁
誤
り
﹂
と
み
な
さ
れ
ま
す
︒
⼈
が
も
の
を
考
へ
る
と
い
う
⾏

為
は
独
創
的
な
営
み
だ
と
す
る
な
ら
ば
︑
論
理
的
思
考
は
思
考
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒ 

で
も
︑
論
理
的
思
考
は
︑
経
済
成
⻑
を
﹁
良
い
こ
と
︑
正
し
い
こ
と
﹂
と
考
へ
る
時
代
に
︑
と
て
も
良
く
マ
ỿ
チ
し
て

い
ま
す
︒
経
済
成
⻑
の
た
め
に
は
効
率
重
視
を
徹
底
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
み
ん
な
が
機
械
の
よ
う
に
素
早
く
正
確

に
動
作
す
る
た
め
に
は
︑
機
械
の
よ
う
に
も
の
を
考
へ
る
論
理
的
思
考
が
適
し
て
い
ま
す
︒
ひ
と
り
ひ
と
り
が
⼈
間
ら

し
く
独
創
性
を
発
揮
し
て
も
の
を
考
へ
て
い
て
は
︑
効
率
を
上
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
特
に
戦
後
は
︑
経
済
成
⻑

を
最
優
先
し
て
︑
ほ
か
の
こ
と
は
全
て
切
り
捨
て
る
こ
と
が
︑
⽇
本
⼈
が
従
う
べ
き
国
内
外
の
秩
序
と
な
り
ま
し
た
︒

こ
の
秩
序
を
守
る
た
め
に
中
⼼
的
な
役
割
を
担
ỵ
た
の
が
︑
戦
後
教
育
で
す
︒
国
⺠
か
ら
も
の
を
考
へ
る
⼒
を
奪
う
愚

⺠
化
政
策
で
す
︒
平
成
終
盤
の
今
も
︑
独
創
性
を
押
さ
え
つ
け
て
︑
も
の
を
考
へ
る
こ
と
を
で
き
な
く
さ
せ
る
教
育
政

策
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
︒ 

戦
後
教
育
の
論
理
的
思
考
で
は
︑
前
提
条
件
と
根
拠
が
与
え
ら
れ
︵
与
件
の
設
定
︶
︑
そ
こ
か
ら
機
械
的
に
推
論
し
て

結
論
を
導
出
し
ま
す
︒
こ
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
︑
独
創
性
は
⼀
切
許
さ
れ
ま
せ
ん
︒
で
は
︑
⼈
の
独
創
性
は
ど
こ
か
ら
来

る
の
か
と
⾔
え
ば
︑
最
初
に
与
件
を
設
定
す
る
と
こ
ろ
で
す
︒
つ
ま
り
︑
与
件
の
設
定
こ
そ
が
︑
独
創
性
を
産
む
⾏

為
︑
則
ち
︑
も
の
を
考
へ
る
こ
と
で
す
︒
戦
後
教
育
で
は
︑
与
件
設
定
は
教
科
書
が
⾏
い
ま
す
︒
教
科
書
に
書
い
て
あ

る
こ
と
を
鵜
呑
み
に
し
て
︑
そ
の
通
り
に
暗
記
し
ま
す
︒
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
与
件
と
す
れ
ば
︑
﹁
正
解
﹂
が
得
ら
れ
︑

成
績
優
秀
者
と
な
り
︑
各
界
の
指
導
者
層
の
⼀
員
と
な
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
仕
組
み
で
す
︒ 

﹁
時
代
の
強
制
⼒
﹂
は
︑
時
代
が
前
提
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
ỵ
て
⽣
じ
ま
す
︒
そ
の
時
代
時
代
に
︑
み
ん
な
が

﹁
良
い
こ
と
︑
正
し
い
こ
と
﹂
だ
と
⾔
う
こ
と
に
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑
み
ん
な
と
同
じ
前
提
条
件
が
設
定
さ
れ
ま
す
︒

た
と
え
根
拠
は
⾃
分
で
独
⾃
に
選
ん
で
設
定
し
た
と
し
て
も
︑
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
結
論
は
︑
前
提
条
件
に
よ
り
制
限

さ
れ
ま
す
︒
横
這
い
期
に
は
制
限
は
そ
れ
だ
け
で
す
が
︑
成
⻑
期
に
は
﹁
効
率
最
優
先
﹂
と
い
う
︑
と
て
も
強
い
前
提
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条
件
が
加
わ
り
ま
す
︒
こ
の
上
さ
ら
に
︑
戦
後
の
⽇
本
で
は
︑
﹁
教
科
書
に
書
い
て
あ
る
こ
と
に
⽭
盾
し
な
い
こ
と
﹂

と
い
う
前
提
条
件
が
加
わ
ỵ
て
い
ま
す
︒
も
の
を
考
へ
る
な
ん
て
こ
と
は
︑
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
状
態
で
す
︒ 

⾃
分
で
も
の
を
考
へ
る
と
は
︑
与
件
を
⾃
分
で
設
定
す
る
こ
と
で
す
︒
新
し
い
考
へ
は
︑
み
ん
な
が
暗
黙
の
う
ち
に
置

い
て
い
る
﹁
前
提
条
件
﹂
を
外
し
て
︑
⾃
分
で
与
件
設
定
す
る
こ
と
か
ら
⽣
ま
れ
ま
す
︒
世
の
中
で
画
期
的
と
か
⾰
命

的
と
か
⾔
わ
れ
る
考
へ
は
︑
ど
れ
も
そ
う
し
て
⽣
み
出
さ
れ
ま
し
た
︒ 

で
は
︑
与
件
は
ど
こ
か
ら
や
ỵ
て
来
る
の
か
︒
そ
れ
は
︑
こ
の
世
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
な
の
か
︑
⾃
分
で
解
釈
す
る
こ
と

か
ら
で
す
︒
こ
の
世
を
ど
う
観
る
か
︑
こ
れ
を
私
は
世
界
観
と
呼
ん
で
い
ま
す
︒
⾃
分
独
⾃
の
﹁
こ
の
世
の
解
釈
﹂
で

す
︒
昭
和
の
頃
に
は
﹁
物
の
⾒
⽅
︑
考
へ
⽅
﹂
と
い
う
⾔
い
回
し
が
あ
り
ま
し
た
︒
も
の
を
観
る
こ
と
が
則
ち
︑
も
の

を
考
へ
る
こ
と
で
す
︒
⾃
分
の
世
界
観
を
持
つ
こ
と
が
則
ち
︑
⾃
分
の
考
へ
を
持
つ
こ
と
で
す
︒ 

戦
後
か
ら
平
成
に
か
け
て
の
時
代
を
⽣
き
て
い
る
⼈
は
︑
教
科
書
の
背
後
に
あ
る
世
界
観
を
︑
強
制
的
に
植
え
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
︒
⾃
分
の
世
界
観
を
持
つ
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
︒
そ
し
て
︑
そ
の
教
科
書
は
︑
機
械
論
的
⾃
然
観
と
そ

れ
に
基
づ
く
論
理
的
思
考
に
従
ỵ
て
書
か
れ
て
い
ま
す
︒ 

も
の
を
考
へ
る
⼒
を
⾼
め
る
た
め
に
は
︑
学
校
で
習
ỵ
た
こ
と
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
︑
機
械
論
的
⾃
然
観
や
論
理
的
思
考

の
呪
縛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
で
す
︒
学
校
で
習
ỵ
た
理
屈
や
み
ん
な
が
⾔
う
理
屈
に
盲
⽬
的
に
従
う
の
で
は
な
く
︑
⾃
分

の
⽬
で
こ
の
世
の
現
実
を
観
る
こ
と
で
す
︒
理
屈
で
は
な
く
︑
現
実
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
で
す
︒
そ
う
や
ỵ
て
︑
⾃
分

の
世
界
観
に
基
づ
い
て
も
の
を
考
へ
る
こ
と
を
︑
私
は
﹁
独
創
的
思
考
﹂
と
呼
ん
で
い
ま
す
︒
独
創
的
思
考
こ
そ
が
︑

も
の
を
考
へ
る
こ
と
で
す
︒ 

⾃
分
の
世
界
観
を
深
め
︑
豊
か
に
す
る
こ
と
で
︑
も
の
を
考
へ
る
⼒
を
⾼
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
そ
の
た
め
に
は
︑

こ
の
世
を
﹁
観
る
﹂
⼒
を
⾼
め
る
こ
と
で
す
︒
も
の
を
﹁
観
る
﹂
と
は
︑
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
も
の
を
捉
え
る
こ
と

で
す
︒
記
憶
と
把
握
で
す
︒
記
憶
を
た
ど
る
⼒
を
⾼
め
て
く
れ
る
の
は
︑
周
り
の
み
ん
な
と
共
有
す
る
思
ひ
出
で
す
︒

⺠
族
の
思
ひ
出
が
国
史
で
す
︒
も
の
を
捉
え
る
⼒
を
⾼
め
て
く
れ
る
の
は
︑
⺟
親
を
始
め
と
す
る
周
り
の
⼤
⼈
に
教
わ
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る
⾔
葉
で
す
︒
⺠
族
の
も
の
の
捉
え
⽅
が
国
語
で
す
︒
こ
の
ふ
た
つ
の
⼒
が
本
来
の
教
養
で
す
︒
成
⻑
期
に
あ
り
な
が

ら
も
戦
前
は
︑
国
史
と
国
語
の
教
養
教
育
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
残
念
な
が
ら
戦
後
は
︑
教
養
教
育
は
排
除
さ

れ
︑
愚
⺠
化
政
策
に
切
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
戦
後
教
育
に
も
国
語
と
い
う
同
じ
名
前
の
科
⽬
が
あ
り
ま
す

が
︑
本
来
の
国
語
と
は
全
く
の
別
物
で
す
︒
む
し
ろ
本
来
の
国
語
を
破
壊
す
る
﹁
国
語
教
育
﹂
が
⾏
わ
れ
て
い
ま
す
︒

⽇
本
史
も
国
史
と
は
全
く
の
別
物
で
す
︒
関
ἅ
原
の
合
戦
が
⻄
暦
⼀
六
〇
〇
年
だ
ỵ
た
な
ん
て
︑
当
時
の
⻄
軍
の
⼈
も

東
軍
の
⼈
も
だ
れ
も
知
り
ま
せ
ん
︒
思
ひ
出
の
共
有
な
ん
て
で
き
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
戦
後
世
代
が
指
導
者
層
に

な
ỵ
た
ら
⽇
本
企
業
の
競
争
⼒
が
落
ち
た
の
は
︑
当
然
の
結
果
で
す
︒ 

今
後
︑
横
這
い
期
へ
と
向
か
ỵ
て
い
く
世
の
中
で
は
︑
効
率
重
視
の
前
提
条
件
を
︑
少
し
ず
つ
外
し
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒
独
創
的
思
考
が
し
や
す
く
な
り
ま
す
︒
独
創
的
思
考
が
で
き
れ
ば
︑
仕
事
を
含
め
た
暮
ら
し

全
般
が
︑
よ
り
上
⼿
く
い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
︒
⾃
分
が
産
ま
れ
た
こ
の
世
を
︑
楽
し
く
︑
⾯
⽩
く
︑
幸
せ
な
気
持
ち

で
⽣
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
⾃
分
の
世
界
観
を
磨
い
て
︑
も
の
を
考
へ
る
⼒
を
⾼
め
る
こ
と
を
お
す
ゝ
め
し
ま

す
︒



 

 

上
巻
⽬
次 

序
章
 

要
旨
と
構
成 

三 

全
体
要
旨 

全
体
の
構
成 

﹁
上
巻 
⽇
本
⼈
は
い
か
に
思
考
⼒
を
失
ỵ
た
か
﹂の
要
旨 

﹁
中
巻 
⽇
本
企
業
は
い
か
に
競
争
⼒
を
失
ỵ
た
か
﹂の
要
旨 

﹁
下
巻 
思
考
⼒
を
取
り
戻
す
﹂の
要
旨 

第
⼀
章
 

枠
組
み
と
構
成 

⼆
七 

枠
組
み
29
／
流
れ
と
構
成
32
／
時
代
の
強
制
⼒
の
源
35 

第
⼆
章
 

平
成
の
世
を
歴
史
上
の
⼀
時
代
と
し
て
観
る 

四
⼀ 

︵
⼀
︶
進
歩
主
義
の
呪
縛 

四
三 

進
歩
主
義
43
／
進
歩
主
義
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
る
45
／ 

最
初
か
ら
過
去
だ
ỵ
た
過
去
と
か
つ
て
未
来
や
現
在
だ
ỵ
た
過
去
46 

︵
⼆
︶
有
史
以
前
の
成
⻑
期
と
離
脱 

四
九 

狩
猟
採
集
⽂
明
の
出
現
と
終
焉
49
／
定
住
型
社
会
の
出
現
と
衰
退
52 



 

 

︵
三
︶
中
央
集
権
国
家
の
出
現
と
成
⻑
期
離
脱 

五
六 

灌
漑
技
術
が
普
及
し
て
中
央
集
権
国
家
が
出
現
し
た
56
／ 

成
⻑
期
直
後
の
奈
良
時
代
後
半
と
平
成
年
間
は
似
て
い
る
57 

︵
四
︶
幕
藩
体
制
の
成
⽴
と
成
⻑
期
離
脱 

六
⼀ 

肥
料
⾰
命
と
幕
藩
体
制
の
成
⽴
61
／
江
⼾
初
期
は
成
⻑
期
の
成
功
例
63
／ 

成
⻑
期
直
後
の
江
⼾
中
期
と
平
成
年
間
の
類
似
性
65 

︵
五
︶
⼯
業
化
社
会
の
出
現
と
成
⻑
期
離
脱 

六
⼋ 

今
回
の
成
⻑
期
68
／
⾷
糧
増
産
に
よ
り
⼈
⼝
が
倍
増
し
た
成
⻑
期
前
半
70
／ 

国
内
の
⾷
糧
⽣
産
量
を
⼤
幅
に
超
え
て
成
⻑
し
た
後
半
71 

︵
六
︶
成
⻑
期
突
⼊
の
条
件
と
離
脱
の
条
件 

七
四 

成
⻑
期
突
⼊
の
条
件
74
／
成
⻑
期
離
脱
の
条
件
75 

第
三
章
 

成
⻑
期
と
横
這
い
期 

七
九 

︵
⼀
︶
成
⻑
期
の
特
徴 

⼋
⼀ 

成
⻑
期
は
異
常
期︵
第
三
章
の
構
成
︶
81
／
成
⻑
期
に
設
定
さ
れ
る﹁
前
提
条
件
﹂
82
／ 

成
⻑
期
に﹁
前
提
条
件
﹂を
設
定
す
る
の
は
と
て
も
⼤
勢
の﹁
⾒
ず
知
ら
ず
の
他
⼈
﹂
83 

  



 

 

︵
⼆
︶
外
注
・
集
権
と
内
製
・
分
権 

⼋
五 

成
⻑
期
に
は
仕
事
の
外
注
と
集
権
が
異
常
な
ほ
ど
に
進
む
85
／ 

働
く
と
い
う
⼈
間
の
根
源
的
な
営
み
を
他
⼈
に
委
ね
て
し
ま
う
86
／
価
値
判
断
も
外
注
す
る
88
／

横
這
い
期
に
は
内
製
・
分
権
し
て
⼤
事
な
も
の
を
取
り
戻
す
90
／ 

﹁
内
製
・
分
権
﹂に
よ
る
正
常
化
は
昔
も
今
も
起
き
て
い
る
91 

︵
三
︶
広
い
世
間
と
狭
い
世
間 

九
四 

広
い
世
間
が
⽀
配
的
と
な
る
異
常
な
成
⻑
期︵
︵
三
︶要
旨
︶
94
／ 

広
い
世
間
と
狭
い
世
間
の
違
い
95
／
重
視
す
る
も
の
に
よ
ỵ
て
世
間
の
広
い
狭
い
が
決
ま
る
96
／

フ
ỽ
イ
ク
・
ニ
ἁ
ổ
ス
97
／
客
観
99
／
現
実
と
空
想
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
る

102
／ 

正
し
い
国
語

104
／
横
這
い
期
に
は
狭
い
世
間
が
中
⼼
に
な
る

106
／ 

男
は
頭
で
考
へ
⼥
は
⼦
宮
で
考
へ
る

108
／
無
限
の
広
が
り
を
持
つ
横
這
い
期
の
狭
い
世
間

109
／ 

横
這
い
期
に
は
も
の
を
考
へ
る
⼒
を
取
り
戻
す

110
／
創
造
の
⼒
が
あ
る
の
は
無
意
識
だ
け

111 

︵
四
︶
⼈
の
あ
り
⽅ 

⼀
⼀
三 

取
り
替
え
可
能
な
⼈
と
掛
け
替
え
の
な
い
存
在︵
︵
四
︶要
旨
︶

113
／ 

戦
後
の
⽇
本
⼈
は
個
⼈
と
い
う
⾝
分
を
与
え
ら
れ
た

114
／ 

⾝
分
を
与
え
る﹁
み
ん
な
﹂の
範
囲
が
違
う

117
／
将
来
の
夢

118
／
有
名
⼈

120 

︵
五
︶
経
済
成
⻑
⾃
体
が
異
常 

⼀
⼆
三 

成
⻑
信
仰
は
⿇
薬
中
毒
と
同
じ

123
／ 

経
済
成
⻑
し
た
分
だ
け
幸
せ
の
絶
対
量
が
増
え
る
わ
け
で
は
な
い

124
／ 

成
⻑
期
は
⽇
本
⼈
に
は
耐
え
難
い
時
期

126 



 

 

︵
六
︶
⼈
間
に
戻
る
横
這
い
期 

⼀
⼆
⼋ 

異
常
な
成
⻑
期
を
作
り
出
し
た﹁
前
提
条
件
﹂が
外
れ
て
い
く

128
／ 

効
率
最
重
視
の﹁
前
提
条
件
﹂が
外
れ
る

130
／
⼈
間
ら
し
く
働
く

133
／ 

与
え
よ
︑さ
ら
ば
与
え
ら
れ
ん

134
／
今
と
将
来
と
永
遠

136
／
国
際
化
と
グ
ロ
ổ
バ
ル
化

137
／ 

家
族
と
ム
ラ

140
／
そ
の
ほ
か
の
横
這
い
期
の
姿

144
／
欲
望
の
満
⾜
と
森
羅
万
象
の
調
和

146 

第
四
章
 

私
達
は
如
何
に
思
考
⼒
を
失
ỵ
た
か 

⼀
五
⼀ 

︵
⼀
︶
⽇
本
は
ど
う
し
て
異
常
な
成
⻑
期
に
⼊
ỵ
て
し
ま
ỵ
た
の
か 

⼀
五
三 

も
の
す
ご
く
前
向
き
な
話︵
第
四
章
の
構
成
︶

153
／ 

⽇
本
⼈
は
出
来
る
こ
と
な
ら
成
⻑
期
に
⼊
り
た
く
は
な
か
ỵ
た

154
／ 

成
⻑
期
に
⼊
る
と
き
の
⽇
本
⼈
の
葛
藤

157
／ 

敗
戦
と
占
領
が
さ
ら
に
輪
を
か
け
た

158 

︵
⼆
︶
成
⻑
期
の
思
考
の
ど
こ
が
ど
う
異
常
な
の
か 

⼀
六
⼀ 

成
⻑
期
に
は
機
械
論
的
⾃
然
観
に
囚
わ
れ
る

161
／ 

機
械
論
的
⾃
然
観
は
致
命
的
な
⾃
⼰
⽭
盾
を
孕
ん
で
い
る

162
／ 

﹁
な
ぜ
﹂の
問
い
が
わ
か
ら
な
い

164
／ 

戦
後
の
⽇
本
で
は
も
の
を
考
へ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

165 

  



 

 

︵
三
︶
思
考
⼒
を
失
ỵ
た
こ
と
を
⾃
覚
す
る 

⼀
六
⼋ 

論
理
を
使
ỵ
て
考
へ
る
と
い
う﹁
前
提
条
件
﹂を
外
せ
ば
い
い

168
／
今
思
考
だ
と
思
ỵ
て
い
る
も

の
か
ら
論
理
を
引
け
ば
本
当
の
思
考
が
⾒
え
て
く
る

169
／
わ
か
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な

ỵ
た

170
／
テ
ス
ト
で
丸
を
も
ら
え
る
答
え
が
⾔
え
れ
ば
わ
か
ỵ
た
こ
と
に
す
る

172
／
現
実
よ
り
も

理
屈
を
優
先
す
る
か
ら
も
の
を
考
へ
ら
れ
な
い

174
／
ク
ル
マ
の
窓
は
⼀
カ
所
だ
け
開
け
る

177
／ 

⽇
本
を
⽀
え
て
い
る
の
は
理
屈
を
振
り
回
す
⼈
と
は
別
の
⼈
達

178
／
平
成
の
世
で
⼤
流
⾏
の
改
⾰

は
い
つ
も
失
敗
ば
か
り

179
／
成
⻑
期
に
は
必
然
的
に
進
歩
主
義
に
な
る

181 

第
五
章
 

移
⾏
期
の
⼤
混
乱 

⼀
⼋
五 

︵
⼀
︶
移
⾏
期
は
い
つ
ま
で
続
く
の
か 

⼀
⼋
七 

移
⾏
期
は
思
考
の
⼤
混
乱
期 

187
／
横
這
い
期
へ
の
移
⾏
を
遅
ら
せ
て
い
る
三
つ
の
理
由 

188
／ 

最
終
的
に
は
⾷
糧
問
題
に
⾏
き
着
く

190 

︵
⼆
︶
不
安
な
世
の
中 

⼀
九
⼆ 

移
⾏
期
は
み
ん
な
が
不
安
に
な
る
時
期

192
／
ひ
と
つ
前
の
移
⾏
期
の
不
安
は
正
体
が
は
ỵ
き
り
し

て
い
た

193
／
⾼
度
成
⻑
期
の
秩
序
が
崩
れ
だ
し
た
平
成
前
半

195
／ 

み
ん
な
の
不
安
が
ピ
ổ
ク
に
達
し
て
い
る
平
成
後
半

197
／﹁
私
善
い
⼈
ゴ
ỿ
コ
﹂の
⼤
流
⾏

200 

︵
三
︶
移
⾏
期
の
⼊
り
⼝
に
さ
し
か
か
ỵ
た
平
成
末
の
世
の
中 

⼆
〇
⼆ 

み
ん
な
の
善
意
と
正
義
が
諸
悪
の
根
源
と
な
ỵ
て
し
ま
う
世
の
中

202
／ 

い
わ
ゆ
る﹁
医
学
部
不
正
⼊
試
問
題
﹂

204 



 

 

第
六
章
 

移
⾏
期
の
絡
ま
ỵ
た
⽷
を
ほ
ど
く 

⼆
〇
九 

︵
⼀
︶
⽇
本
⼈
は
広
い
世
間
が
苦
⼿ 

⼆
⼀
⼀ 

無
意
識
下
に
あ
る
み
ん
な
の
気
持
ち
だ
け
が
先
⾏
し
て
い
る︵
第
六
章
の
構
成
︶

211
／ 

⽇
本
⼈
は
も
と
も
と
広
い
世
間
が
苦
⼿

213
／
内
向
き
⾞
座
⽂
化
の﹁
ム
ラ
社
会
﹂

215
／ 

特
に
苦
⼿
な
資
本
市
場

216
／
世
界
は
広
す
ぎ
て
全
く
⾒
え
な
い

218
／ 

広
い
世
間
を
相
⼿
に
す
る
集
権
組
織
と
仕
組
み
を
み
ん
な
で
⽀
え
る

219 

︵
⼆
︶
壮
⼤
な
分
権
が
無
秩
序
に
始
ま
ỵ
た 

⼆
⼆
〇 

﹁
善
意
の
素
⼈
﹂は
絶
対
権
⼒
者
と
な
り
始
め
た

220
／ 

中
央
集
権
の
組
織
や
仕
組
み
を
嫌
悪
す
る
と
こ
ろ
に
権
⼒
が
移
動
し
始
め
た

221
／ 

成
⻑
期
の
⽇
本
⼈
は
中
央
集
権
政
府
に
全
権
を
奪
わ
れ
て
安
⼼
す
る

222
／ 

法
律
を
守
る
⽇
本
⼈

224
／
⻄
洋
の
社
会
契
約
説

225
／ 

⻄
洋
式
の
統
治
と
は
根
本
的
に
違
う

226
／
⽇
本
の
分
権
は
中
央
政
府
が
消
滅
し
統
治
の
概
念
⾃
体

が
希
薄
に
な
る
こ
と

227
／
今
後
⼗
数
年
程
度
の
間
は
⼤
混
乱
が
続
く

229
／ 

み
ん
な
の
意
識
が
追
い
つ
け
ば
世
の
中
の
仕
組
み
も
分
権
が
進
み
騒
動
も
治
ま
る

229 

︵
三
︶
気
持
ち
の
問
題 

⼆
三
⼆ 

﹁
平
成
の
正
義
﹂は
机
上
の
空
論
な
ら
ぬ
感
情
の
空
論

232
／ 

広
い
世
間
と
狭
い
世
間
を
取
り
違
え
て
し
ま
う

234
／
意
⾒
も
気
持
ち
の
問
題
に
な
ỵ
た

235
／ 

﹁
男
⼥
平
等
﹂の
例

237
／﹁
ワ
ổ
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
﹂と﹁
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
﹂の
例

239
／ 

気
持
ち
を
気
持
ち
と
し
て
⼤
切
に
す
る

241 



 

 

︵
四
︶
外
で
働
く
⼥
の
悩
み 

⼆
四
三 

全
て
の
働
く
⼥
は
パ
ワ
ハ
ラ
を
受
け
て
い
る︵
︵
四
︶要
旨
︶

243
／ 

⽇
本
経
済
全
体
の
⽣
産
性
低
下
を
主
婦
が
パ
ổ
ト
に
出
て
補
ỵ
て
い
る

245
／﹁
善
意
の
素
⼈
﹂と

政
府
に
よ
る
パ
ワ
ハ
ラ

246
／
い
わ
ゆ
る﹁
男
⼥
平
等
﹂が
働
く
⼥
を
苦
し
め
て
い
る

247
／ 

い
わ
ゆ
る﹁
男
⼥
平
等
﹂と
い
う
妄
⾔
を
産
み
出
す
源

249
／
昭
和
の
神
聖
な
男
の
職
場

251
／ 

⼥
が
や
る
と
な
ん
で
も
ゴ
ỿ
コ
遊
び
に
し
て
し
ま
う

253
／
平
成
の﹁
男
⼥
平
等
運
動
﹂が
⽬
指
し

た
も
の
は
た
だ
の
幻
想
だ
ỵ
た

255
／
⼥
は
幸
せ
な
気
持
ち
を
創
り
出
す
天
才

256
／ 

気
持
ち
が
伝
わ
る
狭
い
世
間
で
働
く

258
／
捕
⼿
役
の
仕
事
を
楽
し
む

259
／
成
⻑
期
型
の
総
合
職
を

選
ぶ
場
合
の
注
意
点

260
／
横
這
い
期
型
の
総
合
職
を
選
ぶ
場
合
の
注
意
点

261
／ 

本
物
の﹁
男
⼥
平
等
﹂を
実
現
す
る
⽅
法

263
／
本
当
に
楽
し
く
⾯
⽩
い
仕
事

264 

︵
五
︶
移
⾏
期
の
狂
気 

⼆
六
七 

み
ん
な
が
狂
気
に
取
り
付
か
れ
て
し
ま
ỵ
た︵
︵
五
︶要
旨
︶

267
／﹁
私
善
い
⼈
ゴ
ỿ
コ
﹂の
く

だ
ら
な
さ

269
／
イ
ジ
メ
の
楽
し
さ
度
合
い
が
⽇
本
の
⾸
相
を
決
め
る

271
／ 

今
の
公
開
処
刑
⽅
式
は
害
悪
し
か
産
ま
な
い

273
／
他
⼈
に
厳
し
く
⾃
分
に
優
し
い
⼈
は
も
の
を
考

へ
る
こ
と
が
で
き
な
い

276
／﹁
平
成
の
正
義
﹂そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
わ
か
ỵ
て
い
な
い

277 

︵
六
︶
な
ん
と
な
く
不
安
な
気
持
ち
の
正
体 

⼆
⼋
⼆ 

根
本
原
因
は
不
安

282
／
⾃
分
は
い
ỵ
た
い
何
者
な
の
か
わ
か
ら
な
い
恐
怖

284
／ 

満
た
さ
れ
な
い
⾝
分
欲
求
は
虚
栄
⼼
や
嫉
妬
⼼
と
混
ざ
合
い
悪
臭
を
放
ỵ
て
い
る

285
／ 

﹁
平
成
の
正
義
﹂は
主
婦
感
覚
で
の
⼥
学
⽣
の
正
義

286 



 

 

第
七
章
 

世
代
交
替 

⼆
九
⼀ 

︵
⼀
︶
世
代
交
替
に
よ
る
時
代
区
分 

⼆
九
三 

⽇
本
⼈
ら
し
さ
⼈
間
ら
し
さ
を
取
り
戻
し
て
い
く︵
第
七
章
要
旨
︶

293
／
戦
後
三
世
代
の
め
ま
ぐ

る
し
い
⼊
れ
替
わ
り
と
カ
ワ
イ
イ
世
代
へ
の
移
⾏︵
第
七
章
の
構
成
︶

294
／ 

各
世
代
の
特
徴
が
世
の
中
の
価
値
観
を
決
定
付
け
る

296 

︵
⼆
︶
各
世
代
に
特
徴
的
な
価
値
観 

⼆
九
⼋ 

理
屈
を
こ
ね
る
の
が
⼤
好
き
な
団
塊
の
世
代

298
／
遊
ぶ
こ
と
だ
け
に
⼀
⽣
懸
命
な
新
⼈
類 

世
代

300
／
⼈
と
同
じ
は
嫌
だ
と
⼈
と
同
じ
こ
と
を
⾔
う
団
塊
ジ
ἁ
ニ
ア
世
代

303
／ 

⽇
本
⼈
ら
し
い
カ
ワ
イ
イ
世
代

307
／
カ
ワ
イ
イ
世
代
の
次
も
カ
ワ
イ
イ
世
代

308 

︵
三
︶
戦
後
三
世
代
が
織
り
成
す
世
の
中
の
価
値
観
の
変
遷 

三
⼀
〇 

終
戦
後
し
ば
ら
く
の
間
は
戦
前
の
価
値
観
が
残
ỵ
て
い
た

310
／
成
⻑
期
の
ピ
ổ
ク
と
世
代
交
替
の

枠
組
み
が
ピ
ỿ
タ
リ
重
な
り
経
済
⼤
国
と
な
ỵ
た

311
／
享
楽
的
な
新
⼈
類
世
代
と
親
世
代
の
戦
中

派
は
昭
和
元
禄
に
酔
い
痴
れ
た

313
／
反
⽇
と
⾮
⽇
の
団
塊
親
⼦
の
組
み
合
わ
せ
が
⽇
本
を
壊
し
て

い
ỵ
た

314
／
横
這
い
期
へ
の
移
⾏
を
加
速
す
る
カ
ワ
イ
イ
世
代

315 

︵
四
︶
戦
後
世
代
が
ゆ
ỵ
く
り
フ
ỽ
イ
ド
・
ア
ウ
ト
し
て
い
く 

三
⼀
九 

戦
後
世
代
か
ら
カ
ワ
イ
イ
世
代
へ
の
交
替
か
ら
移
⾏
期
が
⾒
え
て
く
る︵
︵
四
︶の
構
成
︶

319
／

束
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
る

319
／
過
剰
な
⾃
意
識
が
な
く
な
る

320
／ 

た
だ
普
通
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

321
／
カ
ワ
イ
イ
世
代
は
狭
い
世
間
を
⽣
き
る

323 



 

 

︵
五
︶
戦
後
と
い
う
時
代
が
も
う
す
ぐ
終
わ
る 

三
⼆
五 

敗
戦
後
の
歪
ん
だ
⾃
虐
趣
味

325
／
⽇
常
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
洗
脳

326
／ 

カ
ワ
イ
イ
世
代
は
⺟
国
か
ら
⽣
ま
れ
た
本
物
の
⽇
本
⼈

328
／
帰
ỵ
て
来
た
⽇
本
⼈

329 
第
⼋
章
 

将
来
の
危
機 

三
三
三 

将
来
世
代
が
危
機
に
⾒
舞
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い︵
第
⼋
章
要
旨
︶

335
／ 

加
⼯
貿
易
を
続
け
る
た
め
の
三
つ
の
条
件

336
／
⾃
由
貿
易
は
い
つ
ま
で
続
く
か

337
／ 

⽇
本
の
輸
出
品
の
競
争
⼒

338
／
⾷
糧
輸
⼊
が
継
続
で
き
る
か

339
／ 

ヒ
ト
の
⼈
⼝
調
節
機
能

340
／
こ
の
世
を
楽
し
む︵
上
巻
の
終
わ
り
に
︶

341 
 


