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入
類
社
会
が
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
進
歩
し

つ
つ
あ
る
と
い
う
見
方
、
要
す
る
に
「
進
歩
の
思

想
」
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
、
特
に
啓
蒙
期
以
来

の
西
欧
で
の
み
成
立
し
た
思
想
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
思
想
は
東
洋
で
は
成
立
し
な
か
っ
た

か
ら
、
そ
の
点
が
東
西
を
分
か
つ
一
つ
の
特
徴
だ

と
も
考
え
ら
れ
る
。
西
洋
に
お
け
る
、
こ
の
思
想

の
成
立
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
思
切
。
切
β
蔓
の
名

著
の
一
つ
8
げ
。
崔
＄
◎
｛
即
。
σ
Q
お
器
（
一
九
一
黒

二
年
）
が
あ
っ
て
、
古
代
か
ら
十
九
世
紀
中
頃
ま

で
の
こ
と
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
切
身
団
は
ケ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
大
学
の
近
代
史
の
教
授
で
あ
っ
た
が
、
周

知
の
よ
う
に
、
同
時
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
史
や
東
ロ

ー
マ
帝
国
史
の
標
準
的
概
説
書
、
さ
ら
に
「
古
代

ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
家
た
ち
」
な
ど
の
著
者
で
も
あ

っ
た
。
従
っ
て
西
洋
古
代
の
こ
と
に
も
精
通
し
て

お
り
、
上
記
の
書
物
は
そ
の
広
範
な
知
識
に
基
い

て
い
る
。
彼
は
古
代
の
著
作
の
う
ち
進
歩
の
思
想

を
示
し
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
重
要
な
個
所
を
取

上
げ
、
そ
れ
自
体
を
問
題
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
前
後
関
係
や
背
景
を
も
簡
潔
に
述
べ
、
結
局
、

古
代
に
は
、
（
中
世
も
同
様
だ
が
）
、
進
歩
の
思
想

と
い
う
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
と
結

論
し
た
。
恐
ら
く
、
大
勢
は
こ
の
意
冤
に
賛
成
で

あ
ろ
う
が
、
最
近
で
は
反
論
も
出
さ
れ
て
い
る
。

古
代
に
お
け
る
進
歩
の
思
想
を
正
面
か
ら
再
検
討

す
る
仕
事
は
、
い
・
国
創
蝕
ω
富
営
に
よ
っ
て
企
て
ら

れ
た
が
、
未
完
の
ま
ま
残
さ
れ
、
全
体
で
八
章
の

計
画
が
、
前
半
の
四
章
だ
け
（
ヘ
レ
一
一
ズ
ム
時
代

ま
で
）
が
死
後
た
だ
ち
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
（
日
冨

畿
＄
o
団
℃
H
o
σ
q
お
ω
。
。
ヨ
Ω
霧
ω
8
巴
暁
昇
5
良
昔
”

お
雪
）
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
他
に
も
、
こ
の
問
題

に
関
連
し
て
意
見
を
述
べ
て
い
る
学
者
は
多
い
。

か
く
し
て
、
む
し
ろ
単
純
と
も
見
え
る
、
こ
の
閥

題
に
つ
い
て
学
者
間
に
正
反
対
の
説
が
対
立
し
た

ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
　
こ
こ
に
紹
介
す
る
U
①
ロ

団
。
霞
は
、
か
か
る
情
況
に
苛
立
ち
を
感
じ
て
、

自
説
を
述
べ
裁
断
を
下
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
U
Φ
ロ
切
。
①
H
に
よ
れ
ば
、
団
山
①
国
富
ぎ
の
「
進

歩
の
思
想
」
の
考
え
方
は
、
生
物
学
的
な
思
想
に

基
い
て
い
る
ら
し
く
、
自
然
お
よ
び
人
問
に
は
時

間
と
と
も
に
発
展
す
る
傾
向
が
内
在
し
て
い
る
、

と
い
う
見
方
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か

し
通
常
の
意
味
で
の
「
進
歩
の
思
想
」
は
こ
れ
と

は
少
し
異
る
と
し
て
、
U
撃
b
d
o
曾
自
身
は
、
自

然
と
し
て
の
人
間
を
度
外
視
し
、
社
会
の
進
歩
に

つ
い
て
の
考
え
方
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
本
書
で

考
察
の
対
象
を
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
時
代
に
限
定

し
て
い
る
の
は
、
盧
接
に
は
国
．
菊
●
U
Q
＆
ω
が
論

文
集
円
び
。
》
β
9
。
暮
O
§
8
讐
。
臨
℃
目
○
σ
q
器
。
。
ω

餌
巨
α
○
夢
霞
目
ω
。
。
曙
ω
（
一
九
七
三
年
）
所
収
の

主
論
文
で
、
　
「
前
五
世
紀
の
限
ら
れ
た
期
間
に
の

み
進
歩
の
思
想
が
知
識
人
一
般
に
広
く
承
認
さ
れ

て
い
た
」
と
主
張
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
正
面

か
ら
反
論
す
る
た
め
で
あ
る
ら
し
い
。
著
者
は
ま

ず
次
の
よ
う
な
一
般
的
な
指
摘
か
ら
始
め
る
。

　
太
古
を
黄
金
黒
鉱
と
考
え
る
人
々
で
も
、
同
時

に
太
古
は
悲
惨
で
貧
し
く
野
蛮
で
あ
っ
た
と
も
考

え
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
退
歩
史
観
と
進
歩
史
観

と
は
、
矛
盾
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
に
実
は
澗
時
に
並
存
し
得
る
の
で
あ
る
。

二
四
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
で
も
、
現
代
を
過
虫
よ
り

も
優
越
し
て
い
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
一
方
で
、

過
去
を
理
想
化
し
て
現
代
の
退
廃
を
嘆
く
声
が
あ

っ
た
。
例
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
に
し
て
も
、
准
　
歩
史

観
と
退
歩
史
観
と
、
い
ず
れ
も
の
先
駆
者
と
見
な

さ
れ
て
来
た
。
プ
ラ
ト
ン
の
場
合
で
も
、
そ
の
時

そ
の
時
の
生
に
お
け
る
希
望
を
著
作
に
反
映
し
て
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介紹

い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
悲
観
と
楽
観
は

ど
の
社
会
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
啓
蒙
期
以
来
の
西
欧
に
見
ら
れ
る
未
来
へ
向

け
て
の
絶
え
ざ
る
進
歩
向
上
の
思
想
は
、
ギ
リ
シ

ア
な
ど
に
は
認
め
ら
れ
な
い
（
八
～
九
頁
）
。
ギ
リ

シ
ア
人
に
と
っ
て
「
自
然
」
は
静
的
（
ω
翁
鉱
。
）
な

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
自
然
に
つ
い
て
の
知

識
は
時
代
と
と
も
に
進
ん
で
ゆ
く
可
能
性
が
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
知
識
に
よ
っ
て
自
然
を
征
服

す
る
と
い
う
思
想
は
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ

の
思
想
は
ギ
リ
シ
ア
か
ら
で
は
な
く
、
ヘ
ブ
ラ
イ

か
ら
起
源
す
る
。
『
創
世
記
』
（
一
章
二
八
）
で
、

神
は
創
造
の
第
六
日
目
に
、
自
分
の
姿
に
似
せ
て

男
女
を
造
っ
た
の
ち
、
　
「
生
め
よ
、
ふ
え
よ
、
地

に
満
ち
よ
、
地
を
従
わ
せ
よ
。
ま
た
海
の
魚
と
、

空
の
鳥
と
、
地
に
動
く
す
べ
て
の
生
き
物
と
を
治

め
よ
」
と
命
ず
る
。
近
代
西
欧
の
科
学
技
術
の
根

源
に
は
、
こ
の
命
令
が
あ
る
。
こ
こ
に
古
代
ギ
リ

シ
ア
と
近
代
西
欧
と
の
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
と

い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
根
本
的
ま
た
は
常
識
的
な
指
摘
を

お
こ
な
っ
た
上
で
、
著
者
は
進
歩
思
想
の
証
拠
と

さ
れ
る
個
所
を
再
検
討
し
て
ゆ
く
。
そ
の
最
古
の

重
要
な
も
の
は
、
ク
セ
ノ
フ
ァ
ネ
ス
の
断
片
「
神

々
が
最
初
か
ら
人
間
に
万
事
を
明
か
し
た
の
で
は

な
く
、
人
間
が
探
究
し
て
改
善
の
道
を
発
見
し
て

来
た
の
だ
し
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
雷
葉
は
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
進
歩
思
想
を
端
的
に
表

現
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
同

一
の
思
想
家
が
別
の
と
こ
ろ
で
は
不
可
知
論
を
表

明
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
人
聞
の
能
力
を
大

き
く
晃
て
い
た
と
の
解
釈
を
下
す
こ
と
は
で
き
な

い
と
す
る
。
そ
の
他
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
に
お
け

る
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
神
謡
の
扱
い
方
、
ソ
フ
ォ
ク
レ

ス
『
ア
ソ
テ
ィ
ゴ
ネ
』
に
お
け
る
「
人
証
讃
歌
」
、

ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
や
デ
モ
ク
リ
ト
ス
を
検
討
し
、

い
ず
れ
に
つ
い
て
も
否
定
的
な
結
論
を
出
す
。
さ

ら
に
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
冒
頭
の
「
ア
ル
カ
イ
オ

ロ
ギ
ア
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
詳
細
に

検
討
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
一
種
の
進
歩
史
観

を
認
め
る
の
が
恐
ら
く
常
識
で
あ
ろ
う
。
｝
・
国
．

緊
巳
①
《
や
鳥
。
図
。
臼
已
団
な
ど
は
、
そ
の
立
場
の

代
表
で
あ
る
。
し
か
し
最
近
で
は
国
碧
ω
－
℃
簿
窪

QQ

熹
i
が
こ
れ
に
反
対
し
て
お
り
、
本
書
の
著
者

も
そ
れ
に
賛
成
す
る
。
　
「
確
か
に
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ

ス
は
人
類
と
そ
の
環
境
と
の
間
の
関
係
の
面
で
改

善
の
例
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、

そ
れ
は
単
に
彼
の
主
題
（
権
力
W
墨
太
の
説
聞
〃
）
の
た

め
の
背
景
と
し
て
利
用
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」

と
い
う
。
そ
し
て
少
し
脱
線
し
て
、
十
九
世
紀
中

頃
以
来
、
　
「
共
産
主
義
」
「
社
会
主
義
」
「
資
本
主

義
」
な
ど
と
い
う
近
代
的
な
現
象
を
古
代
に
も
見

出
そ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
危
険
性

は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
と
警
告
す
る
。
次
い
で
ツ

キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
本
論
へ
進
み
、
進
歩
思
想
を
示

す
と
さ
れ
る
三
つ
の
姻
所
を
取
上
げ
、
い
ず
れ
に

つ
い
て
も
否
定
す
る
。
確
か
に
、
こ
の
三
個
所
に

明
確
な
進
歩
思
想
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ

、
つ
。

　
し
か
し
「
ア
ル
カ
イ
オ
ロ
ギ
ア
」
の
部
分
の
場

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

合
に
は
、
こ
こ
に
一
種
の
進
歩
思
想
が
あ
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。
単
に
中
心
主
題
の
た
め
の
背

景
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と

し
て
も
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
背
景
か
中
心
主

題
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
ツ
キ
ュ

デ
ィ
デ
ス
が
近
代
の
進
歩
思
想
家
の
よ
う
に
、
今

後
と
も
発
展
し
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
て
い
た
か
否

か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
答
え
が
「
否
」

だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
何
故
に
起
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
・
者
は

こ
の
問
題
を
明
確
に
は
設
定
し
て
い
な
い
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
の
著
者
の
説
明
を
多
少
は
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
文
書
を
検
討

し
て
、
こ
こ
で
も
進
歩
思
想
を
否
定
し
た
上
で
、

著
者
は
最
後
に
も
う
一
度
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
に
戻
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り
、
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
史
観
を
循
環
史
観
だ
と

規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
比
較
的
最
近
で
は
、

9
出
’
長
亀
。
《
を
除
い
て
、
循
環
史
解
だ
と
の
説

を
否
定
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
の

崩
れ
か
け
た
説
を
再
興
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
が
完
全
な
意
味
で
歴
史

の
繰
返
し
を
考
え
て
い
た
と
ま
で
説
く
の
で
は
な

い
。
歴
史
に
繰
返
す
面
が
あ
る
こ
と
を
ッ
キ
ェ
デ

ィ
デ
ス
は
強
調
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

根
拠
に
、
そ
れ
ゆ
え
循
環
史
観
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
　
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
解
釈
の
上
で

大
き
な
相
違
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
o
団
。
｝
ざ
導

く
δ
毛
。
隔
窯
。
。
汁
。
靖
と
い
う
用
語
を
、
こ
こ
で
適

用
す
る
の
が
適
切
か
否
か
と
い
う
言
葉
の
問
題
に

過
ぎ
な
い
。
著
巻
が
何
故
こ
こ
で
突
然
に
こ
の
問

題
を
取
上
げ
た
の
か
、
そ
の
点
の
説
関
は
な
い
が
、

要
す
る
に
、
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
史
観
は
循
環
酌

で
あ
り
、
将
来
と
も
人
聞
性
は
同
一
不
変
だ
と
儒

じ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
進
歩
史
観
で
は
あ
り
得
な

い
、
と
い
う
論
旨
が
言
外
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
小
冊
子
で
あ
り
な
が
ら
、
論
旨
の
展
開
は

混
乱
し
て
い
る
。

　
な
お
末
尾
よ
り
少
し
前
の
欄
所
で
、
進
歩
の
思

想
は
二
つ
に
区
別
さ
れ
る
と
し
て
、
　
「
物
質
的
・

技
術
的
な
爵
で
の
進
歩
」
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
発
見

し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
近
代
西
欧
人
は
そ
れ
を
越

え
て
、
さ
ら
に
広
い
面
で
の
無
制
限
の
進
歩
を
考

え
た
と
い
う
（
四
六
頁
）
。
し
か
し
余
り
に
も
簡
単

な
指
摘
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
は
決
し
て
充
分
に

は
理
解
で
き
な
い
。
般
後
に
近
代
思
想
と
古
代
思

想
と
の
比
較
の
方
法
に
つ
い
て
一
撮
し
て
お
こ
う
。

前
述
の
よ
う
に
、
著
者
は
、
近
代
的
概
念
を
古
代

に
投
影
さ
せ
る
こ
と
の
危
険
を
警
告
し
て
い
る
が
、

両
者
を
比
較
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
近

代
や
現
代
を
も
相
対
化
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
は
西
洋
の
学
者
に
と
っ
て
は
自
ら
の
立
場
を

相
対
化
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
容
易

な
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
　
「
ア
ル
カ
イ
ォ
ロ

ギ
ア
」
の
部
分
に
は
、
海
上
支
配
の
重
視
、
政
治

権
力
の
作
用
の
重
視
そ
の
他
、
地
理
酌
条
件
な
ど
、

特
殊
な
要
素
が
支
配
し
て
お
り
、
西
欧
近
代
の
進

歩
思
想
と
様
相
が
異
る
。
し
か
し
近
代
西
欧
の
進

歩
思
想
に
し
て
も
、
地
理
上
の
発
見
、
植
民
地
支

配
、
科
学
技
術
の
発
達
、
鉄
や
石
炭
の
分
布
状
況
、

近
代
国
家
、
キ
リ
ス
ト
教
の
分
化
、
そ
の
他
の
特

殊
な
条
件
と
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
ち
ら

を
も
当
然
自
明
の
も
の
と
せ
ず
、
特
殊
な
も
の
と

し
て
相
対
化
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
近
代

西
欧
の
進
歩
思
想
が
現
代
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
か
。
暑
々
に
と
っ
て
未
知
な
の

は
、
玉
代
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
代
や
現
代
の
こ

と
か
も
知
れ
ぬ
。
冒
頭
に
掲
げ
た
切
霞
団
の
著
作

は
十
九
世
紀
中
頃
で
終
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
後
を

続
け
る
人
が
い
な
い
。

　
（
五
九
頁
　
一
九
七
七
年
　
〉
ヨ
ω
8
誌
p
昼
客
。
触
¢
で

　
類
巳
貯
昌
盛
℃
篇
σ
二
二
コ
σ
q
O
o
旨
b
餌
¢
機
）

　
　
　
　
　
　
　
（
藤
縄
謙
三
　
京
都
大
学
助
教
授
）

｝
．
渕
鵠
①
宰
ω
彦
二
戸

　
§
轟
牒
§
腰
鳴
妹
認
軸
9
ミ
勉
黛
駄
題
、

　
「
十
字
軍
」
と
呼
ば
れ
る
運
動
は
、
欧
米
に
お

け
る
最
も
研
究
文
献
の
多
い
分
野
の
一
つ
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
内
実
は
と
も
か
く
言
葉
自
身

の
非
常
な
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
ー
の
故
に
、
比
喩
的

な
用
法
を
含
め
て
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
様
々
な
立

場
か
ら
そ
れ
へ
の
言
及
が
行
な
わ
れ
て
来
た
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
或
い
は
む
し
ろ
そ
う
し

た
情
況
の
故
に
－
何
を
以
っ
て
「
十
字
軍
」
と

呼
ぶ
か
に
つ
い
て
の
共
通
の
理
解
が
必
ず
し
も
確

立
し
な
い
ま
ま
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
老
が
そ
れ
ぞ
れ

の
解
駅
に
基
づ
い
て
十
字
軍
を
論
じ
て
来
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
聖
ヨ
ハ
ネ
騎
士
団
と
聖
地
国

家
に
関
す
る
研
究
で
知
ら
れ
る
榊
男
一
ぎ
団
あ
ヨ
淳
げ

は
、
こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
て
、
で
き
る
だ
け

簡
明
に
十
字
軍
の
定
義
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
。
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