
三
一

社
会
に
「
質
」
な
る
目
標
を
与
え
る
「
型
」　〔
富
田
・
森
川
〕

【
特
集
　
日
本
哲
学
と
科
学
】

社
会
に
「
質
」
な
る
目
標
を
与
え
る
「
型
」

（A
rt-Science Link W

orker

：
実
感
す
る
実
践
者
た
ち
）

富
田
直
秀
・
森
川
健
太
郎

一　

だ
れ
も
が
特
別
な
自
分
で
あ
る
社
会

　

様
々
な
実
感
（
欲
求
）
を
科
学
・
技
術
が
満
た
す
一
方
で
、
科
学
・
技
術
に
よ
っ
て
欲
望
が
創
り
出
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
消
費
社
会
に

突
入
し
た
。
ヒ
ト
が
モ
ノ
の
関
係
と
し
て
説
明
・
設
計
・
制
御
さ
れ
る
な
か
で
、（
〜
が
で
き
る
）と
い
う
機
能
と
し
て
与
え
ら
れ
た
技
術
に
、

多
く
の
消
費
者
が
虚
し
さ
を
感
じ
始
め
て
い
る
。
実
感
を
持
つ
以
前
に
形
式
と
し
て
書
き
下
さ
れ
た
機
能
が
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
個
人
は
自
ら
を
主
体
と
し
て
打
ち
立
て
る
可
能
性
を
喪
失
し
は
じ
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
方
に
お
い
て
、
か
つ
て
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
感
覚
を
持
っ
た
経
営
者
や
技
術
者
た
ち
が
「
自
分
事
」
と
し
て
真
摯
に
物
事
に
対
峙
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
当
事
者
視
点
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
産
業
の
「
質
」
と
い
う
側
面
の
継
承
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
説

明
的
形
式
的
な
情
報
を
共
有
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
中
で
は
、
非
説
明
的
実
感
的
な
継
承
に
変
更
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
社
会
シ
ス
テ

ム
の
透
明
化
の
一
方
で
、
現
場
の
実
践
者
た
ち
の
葛
藤
は
よ
り
深
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

本
文
章
で
は
、
日
本
に
お
け
る
伝
統
芸
能
や
も
の
つ
く
り
、
医
療
、
ロ
ボ
ッ
ト
演
劇
な
ど
の
例
を
参
考
に
し
て
、「
〜
が
で
き
る
」
と
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い
う
機
能
を
供
給
す
る
科
学
・
技
術
が
「
質
」
な
る
目
標
を
持
つ
た
め
の
方
法
論
を
模
索
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
皆
が
で
き
る
こ
と
、

皆
が
わ
か
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
で
き
な
く
て
も
、
わ
か
ら
な
く
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
特
別
な
自
分
で
あ
る
と
実
感
す
る
こ
と

の
で
き
る
社
会
を
目
指
す
方
法
論
で
も
あ
る
。日
本
人
は
、あ
や
ふ
や
な
感
覚
に
し
っ
か
り
と
対
峙
し
な
が
ら
自
由（
お
の
ず
か
ら
に
よ
る
）

な
自
己
を
実
現
す
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
、単
純
な
動
作
を
反
復
練
習
す
る「
型
」を
用
い
て
き
た
。
こ
の
文
章
で
は
、「
型
」を
多
様
な「
う

ご
め
き
」
を
ゆ
る
す
形
式
と
し
て
捉
え
、
本
来
は
幻
想
で
あ
る
「
質
」
を
目
標
と
す
る
実
践
者
の
方
法
論
を
探
っ
て
み
た
い
。

二　

実
感
的
な
「
わ
か
る
」
と
形
式
的
な
「
わ
か
る
」

　

西
田
幾
多
郎
の
「
善
の
研
究
」（

1
） 
の
再
版
の
序
（
版
を
新
に
す
る
に
当
た
っ
て
）
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

色
々
の
点
に
お
い
て
加
筆
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
思
想
は
そ
の
時
々
に
生
き
た
も
の
で
あ
り
、
幾
十
年
を
隔
て
た
後
か
ら
は
筆
の
加

え
よ
う
も
な
い
。（

1
） 

　

こ
の
言
葉
は
、
欧
米
へ
の
訳
本
な
ど
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
筆
者
①
（
富
田
）
は
、
こ
の
序
に
書
か
れ
た
「
そ
の
時
々

に
生
き
た
も
の
」
と
い
う
記
述
に
深
い
共
感
を
覚
え
る
。
た
と
え
ば
、
科
学
・
技
術
開
発
の
知
見
や
論
理
も
時
と
と
も
に
発
展
し
、
ま
た

詳
細
化
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
容
を
論
文
と
し
て
記
述
す
る
際
に
、「
色
々
の
点
に
お
い
て
加
筆
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
科
学
・

技
術
は
そ
の
時
々
に
生
き
た
も
の
で
あ
り
、
幾
十
年
を
隔
て
た
後
か
ら
は
筆
の
加
え
よ
う
も
な
い
。」
と
記
述
す
べ
き
場
面
は
多
々
あ
る
。

こ
の
「
そ
の
時
々
に
生
き
た
も
の
」
こ
そ
が
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
感
覚
を
持
っ
た
経
営
者
や
技
術
者
た
ち
が
非
説
明
的
に
継
承
し
て
き
た



三
三

社
会
に
「
質
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な
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え
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「
型
」　〔
富
田
・
森
川
〕

対
象
な
の
だ
ろ
う
。

　

筆
者
②（
森
川
）に
よ
る
本
稿
の
別
論
文「
生
命
と『
わ
か
る
』の
数
理
モ
デ
ル
化
の
試
み
」に
お
い
て
、数
学
分
野
に
お
け
る「
わ
か
る
」

を
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
と
形
式
的
な
「
わ
か
る
」
と
に
分
類
し
て
、「
実
感
的
な
『
わ
か
る
』
は
，
自
分
が
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
が
は
っ

き
り
と
わ
か
る
わ
か
り
方
で
あ
る
」、と
述
べ
て
い
る
。
前
項
に
お
い
て
、ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
感
覚
を
持
っ
た
経
営
者
や
技
術
者
た
ち
が「
自

分
事
」と
し
て
真
摯
に
物
事
に
対
峙
す
る
、と
述
べ
た
内
容
は
こ
の
実
感
的
な「
わ
か
る
」に
対
応
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、医
学
で
は
行
動
、

思
考
、感
覚
な
ど
を
機
能
と
し
て
捉
え
、病
気
を
機
能
障
害
と
し
て
形
式
化
す
る
。歩
け
な
い
、憶
え
ら
れ
な
い
、聞
こ
え
な
い
…
… 

と
い
っ

た
身
体
的
な
、
そ
し
て
時
間
・
空
間
的
な
制
約
を
取
り
払
う
た
め
に
、
工
学
は
欠
損
し
た
人
間
の
機
能
を
定
量
的
に
数
値
と
し
て
把
握
し
、

そ
の
最
適
化
設
計
を
行
う
。
そ
う
い
っ
た
作
業
の
原
理
を
言
葉
や
式
と
い
っ
た
形
式
に
書
き
下
す
の
が
、
医
療
技
術
開
発
研
究
者
の
仕
事

で
も
あ
る
。
形
式
化
さ
れ
た
内
容
は
コ
ピ
ー
可
能
で
、
誰
も
が
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
代
え
る
と
、
そ
の
内
容
を
理
解
し
て
い

よ
う
が
し
て
い
ま
い
が
、
そ
の
内
容
を
コ
ピ
ー
し
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
開
発
の
現
場
で
は
、
誰
が
、
い
つ
、
ど
ん
な

目
を
し
て
ど
ん
な
し
ぐ
さ
で
そ
れ
を
述
べ
る
か
、
と
い
う
「
実
感
」
が
伴
わ
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
合
理
的
に
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い

て
も
「
質
」
の
高
い
技
術
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
つ
ま
り
、
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
は
、
数
学
分
野
の
み
な
ら
ず
技
術
開
発
や
経
営
に
お

い
て
も
最
も
基
本
的
な
理
解
の
形
式
で
あ
る
。

三　

日
本
文
化
に
お
け
る
「
型
」

　

二
〇
一
九
年
に
パ
リ
で
行
わ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「D

oes N
ature Think ?

（
自
然
は
考
え
る
の
か
？
）」
の
基
調
講
演（

2
）
に

お
い
て
、
山
極
寿
一
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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あ
い
ま
い
な
状
態
を
許
す
様
々
な
「
あ
い
だ
」
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
人
々
は
自
由
（
お
の
ず
か
ら
）
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
姿
な

き
も
の
を
見
、
音
な
き
声
を
聴
く
日
本
人
の
感
性
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
あ
い
だ
」
を
育
て
る
「
型
」
を
構
築
し
て
い
る
。（

2
）

　

日
本
は
、
伝
統
芸
能
な
ど
の
芸
事
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
分
野
に
お
い
て
「
型
」
を
好
む
民
族
で
あ
る
。
た
と
え
ば
武
道
、
茶
道
、
華

道
な
ど
に
は
「
型
」
が
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
形
式
化
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
ず
、
柔
道
に
お
け
る
打
ち
込
み
練
習
、
剣
道
や
テ
ニ
ス
に
お

け
る
素
振
り
、
茶
道
や
華
道
に
お
け
る
立
ち
振
る
舞
い
…
… 

な
ど
、
日
本
人
は
反
復
練
習
を
比
較
的
に
好
む
傾
向
が
あ
る
。
部
分
的
な

行
為
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
の
行
為
が
熟
達
し
、
ま
た
全
体
の
熟
達
は
さ
ら
に
熟
達
し
た
部
分
の
し
ぐ
さ
を
生
み
出
す
。
た
と

え
ば
、
打
ち
込
み
、
素
振
り
、
立
ち
振
る
舞
い
…
… 

と
い
っ
た
部
分
を
み
た
だ
け
で
も
、
そ
の
人
の
熟
達
度
が
一
瞬
に
し
て
感
じ
取
ら

れ
る
場
合
も
あ
る
。
伝
統
芸
能
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
「
型
を
守
り
，
時
に
型
破
り
で
あ
り
，
し
か
し
型
無
し
に
な
る
な
」
と
表
現
さ
れ

る
よ
う
に
、
ヒ
ト
は
形
式
の
中
に
も
「
う
ご
め
く
」
多
様
性
を
、
そ
し
て
特
別
な
自
分
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
だ
し
、
物
事
が
情
報
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
代
で
は
、「
型
」
と
し
て
定
め
ら
れ
た
手
順
や
そ
の
説
明
が
、
実
感
を
持
つ
以
前
に
形
式

と
し
て
与
え
ら
れ
、
そ
の
「
あ
い
だ
」
に
自
由
（
お
の
ず
か
ら
）
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
自
己
は
喪
失
し
は
じ
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
言
い
換
え
る
と
、
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
で
は
な
く
、
形
式
的
な
「
わ
か
る
」
で
「
型
」
が
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
規

則
，
た
と
え
ば
、
校
則
や
因
習
な
ど
が
細
部
に
わ
た
っ
て
規
定
さ
れ
、
か
え
っ
て
特
別
に
自
分
を
実
感
す
る
自
由
を
奪
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。



三
五

社
会
に
「
質
」
な
る
目
標
を
与
え
る
「
型
」　〔
富
田
・
森
川
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四　

も
の
つ
く
り
に
お
け
る
「
型
」

　

“Japan’s C
ultural C

ode W
ords

（2004

）”（
3
）
の
中
の “A

N
SH

IN
K

A
N
” 

の
項
でB

oye Lafayette

、D
e M

ente

、
ら
は
日
本
人

の
も
の
つ
く
り
の
特
徴
を
「
中
国
や
イ
ン
ド
の
芸
術
、
工
芸
、
哲
学
か
ら
シ
ン
プ
ル
な
生
活
パ
タ
ー
ン
を
見
出
し
、
そ
こ
に
知
性
と
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
集
中
さ
せ
て
き
た
。」
と
表
現
し
、
日
本
に
お
い
て
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
す
る
者
は
、
こ
の
「
安
心
」
と
い
う
概
念
を
理
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
に
お
い
て
宗
教
哲
学
を
研
究
し
て
い
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ウ
ォ
レ
ス
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク

（Jam
es W

allace H
eisig

） 

氏
は
、
か
つ
て
筆
者
①
に
、「
安
心
」
と
い
う
言
葉
は
日
本
独
特
の
概
念
で
あ
り
、
ぜ
ひ
と
も
世
界
に
そ
の

意
味
を
解
説
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
日
本
人
が
生
活
の
様
々
な
場
面
で
用
い
る
「
安
心
」
も
、
シ
ン
プ
ル
さ
に
集
中
し
て
特
別

な
自
分
を
感
じ
取
る
「
型
」
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　

筆
者
①
（
富
田
）
の
専
門
は
医
療
工
学
分
野
に
お
け
る
技
術
開
発
と
そ
の
社
会
実
装
で
あ
る
。
研
究
に
お
い
て
は
、現
場
に
お
け
る
様
々

な
実
感
（
欲
求
）
を
「
機
能
（
の
不
足
）」
と
し
て
書
き
下
し
、そ
の
機
能
を
評
価
軸
と
し
て
そ
の
向
上
（
最
適
化
）
を
行
っ
て
き
た
。
ま
た
、

そ
の
実
用
化
に
お
い
て
は
、
知
的
財
産
化
、
評
価
・
生
産
技
術
の
書
き
下
し
等
を
通
じ
て
、
持
続
的
な
交
換
価
値
創
造
シ
ス
テ
ム
の
構
築

を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
作
業
、
つ
ま
り
「
〜
が
で
き
る
」
と
い
う
機
能
を
、
患
者
さ
ん
が
交
換
価
値
と
し
て
所
有
す
る

こ
と
を
目
標
と
し
た
作
業
の
み
で
本
当
に
患
者
さ
ん
は
「
安
心
」
に
至
る
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、
重
症
の
患
者
さ
ん
を
身
内
に
持
つ
あ
る
開
発
部
長
は
、
技
術
に
よ
る
利
益
よ
り
も
「
ま
ず
良
い
も
の
を
作
る
」
こ
と
を

優
先
さ
せ
て
、
最
終
的
に
は
安
全
と
安
心
と
を
兼
ね
備
え
た
製
品
の
開
発
に
つ
な
が
っ
た
。
こ
の
「
ま
ず
良
い
も
の
を
作
る
」
こ
と

は
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
事
業
収
益
の
最
大
化
の
み
で
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
を
博
愛
主
義
ま
た
は
経
営
に
お
け
る
リ
ア
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六

ル
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
こ
の
開
発
部
長
は
目
先
の
採
算
性
で
は
な
く
、
柔
軟

な
配
慮
に
よ
っ
て
研
究
開
発
に
投
資
し
た
、
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
は
、
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
目
標
（SD

G
s

）

Sustainable D
evelopm

ent G
oals 

に
配
慮
し
た
、と
い
う
よ
う
な
解
釈
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、お
そ
ら
く
当
事
者
た
ち
が「
ま

ず
良
い
も
の
を
作
る
」
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
言
葉
に
懐
い
た
実
感
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

形
式
的
な「
わ
か
る
」で
捉
え
ら
れ
る「
安
全
」や
物
質
的
な
富
よ
り
も
、「
安
心
」と
い
っ
た
実
感
を
重
要
視
す
る
も
の
つ
く
り
の
文
化
は
、

資
源
の
な
い
日
本
を
支
え
て
き
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
感
覚
を
持
っ
た
技
術
者
や
経

営
者
た
ち
（
以
後
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
表
現
す
る
）
は
、
実
感
的
・
非
説
明
的
に
「
安
心
」
の
維
持
を
担
っ
て
き
た
。
先
輩
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

が
実
感
を
基
盤
と
し
て
確
立
し
た
「
型
」
に
、
後
輩
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
一
種
の
同
期
を
試
み
る
こ
と
で
、
技
術
や
経
営
の
伝
承
が
行
わ
れ

て
い
た
。
そ
れ
は
記
述
可
能
な
単
な
る
構
造
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
っ
て
異
な
る
、
一
種
の
動
的

シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
前
述
の
ご
と
く
、
近
年
の
情
報
化
、
効
率
化
の
流
れ
の
中
で
そ
の
伝
承
方
法
に
変
更
が
迫
ら
れ
て
い
る
。
先
輩
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

た
ち
の
「
型
」
を
な
ん
と
か
コ
ピ
ー
可
能
な
形
式
に
記
述
し
、
交
換
価
値
製
造
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
伝
承
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
は
数

多
く
行
わ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
す
べ
て
が
効
果
を
あ
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
たA

.I. (A
rtificial Intelligence) 

を
用
い
た

技
術
把
握
は
、
非
説
明
的
に
先
輩
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
教
師
的
な
情
報
を
技
術
要
素
と
し
て
模
倣
し
得
る
。
け
れ
ど
も
、
人
か
ら
人
に
「
実

感
」
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
「
安
心
」
を
目
指
す
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
開
発
へ
の
熱
意
、
そ
う
し
て
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
誇
り
は

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
を
経
営
学
的
な
世
界
観
か
ら
述
べ
る
な
ら
ば
、「
安
心
」
な
技
術
を
基
盤
と
し
て
事
業
の
継
続
性
を
維
持
す
る
方
法
論
の
問
題
で

あ
る
。「
安
心
」
を
交
換
価
値
と
し
て
定
義
し
、
さ
ら
に
そ
の
価
値
を
経
営
の
リ
ア
ル
オ
プ
シ
ョ
ン
（
意
思
決
定
や
戦
略
的
配
慮
の
価
値
）
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の
対
象
と
し
て
定
量
的
に
扱
う
時
、
こ
こ
で
も
形
式
的
な
「
わ
か
る
」
で
は
な
く
、
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
が
必
要
と
な
る
。

五　

痛
烈
な
問
題
を
提
示
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
演
劇

　

現
代
で
は
、
医
療
現
場
の
知
識
や
経
験
をA

,I.

に
学
習
さ
せ
る
よ
う
な
試
み
も
発
展
し
つ
つ
あ
る
。
医
師
の
「
行
為
」
の
み
な
ら
ず
、

た
と
え
ば
様
々
な
セ
ン
サ
ー
で
患
者
さ
ん
の
反
応
等
を
計
測
し
て
、
そ
の
デ
ー
タ
を
シ
ス
テ
ム
に
学
習
さ
せ
た
な
ら
ば
、
患
者
さ
ん
に
信

頼
感
を
与
え
る
医
師
ロ
ボ
ッ
ト
も
作
成
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
時
、
つ
ま
り
、
診
断
と
治
療
選
択
の
正
確
さ
と
い
っ
た
「
行
為
」

の
み
な
ら
ず
、
患
者
さ
ん
と
の
心
の
つ
な
が
り
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
「
し
ぐ
さ
」
さ
え
も
コ
ピ
ー
・
制
御
可
能
と
な
る
の
だ
と
す
る
と
、

人
間
の
医
師
の
存
在
理
由
は
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

平
田
オ
リ
ザ
、
石
黒
浩
ら
に
よ
る
ロ
ボ
ッ
ト
演
劇
は
、
現
代
社
会
に
痛
烈
な
問
題
を
提
示
し
て
い
る
。
劇
作
家
の
平
田
オ
リ
ザ
は
、
俳

優
の
動
作
や
セ
リ
フ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
戯
曲
中
に
事
細
か
に
記
述
す
る
。
石
黒
浩
は
ロ
ボ
ッ
ト
の
研
究
者
で
あ
っ
て
、
平
田
オ
リ
ザ
は
、

人
間
そ
っ
く
り
の
行
為
を
再
現
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
や
、
逆
に
人
間
と
は
異
な
る
不
自
由
さ
を
表
す
ロ
ボ
ッ
ト
た
ち
を
駆
使
し
て
、
過
去
に
は

な
か
っ
た
新
し
い
演
劇
を
創
り
出
し
て
い
る
。
想
像
す
る
に
、
人
間
の
能
力
を
超
え
る
高
い
正
確
性
に
緊
張
を
感
じ
る
観
客
も
い
れ
ば
、

逆
に
ロ
ボ
ッ
ト
の
も
ど
か
し
さ
や
か
わ
い
さ
に
不
思
議
な
現
実
性
を
感
じ
る
観
客
も
い
る
の
だ
ろ
う
。
ロ
ボ
ッ
ト
を
相
手
と
し
て
演
劇
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
客
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
を
生
じ
さ
せ
る
「
し
く
み
」
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
思
い
を
寄
せ
る
の
は
、
た
と
え
ば
ロ
ボ
ッ
ト
演
劇
を
繰
り
返
し
演
じ
て
い
る
人
間
の
役
者
さ
ん
た
ち
の
感
覚
で
あ
る
。
前
述
の

ご
と
く
、演
劇
を
鑑
賞
す
る
観
客
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
い
ま
」
を
体
験
す
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、正
確
に
同
じ
セ
リ
フ
を
繰
り
返
す
ロ
ボ
ッ

ト
に
対
峙
し
て
、
役
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
、
そ
の
時
だ
け
の
「
い
ま
」
に
寄
り
添
う
の
だ
ろ
う
か
。
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六　

演
劇
に
お
け
る
「
型
」

　

筆
者
①
は
、
平
田
オ
リ
ザ
氏
が
座
長
を
務
め
る
青
年
団
が
監
修
す
る
「
戯
曲
ア
カ
デ
ミ
ア
」
に
第
二
期
生
と
し
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
二
〇
一
九
年
中
期
の
土
曜
と
日
曜
を
利
用
し
て
三
重
県
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
た
講
習
で
は
、
戯
曲
の
持
つ
基
本
構
造
が

解
説
さ
れ
、
様
々
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
経
て
、
受
講
生
た
ち
が
チ
ー
ム
を
作
っ
て
執
筆
し
た
小
作
品
を
青
年
団
の
俳
優
を
交
え
て
上
演

す
る
。
戯
曲
と
い
う
形
式
で
意
図
を
伝
え
な
が
ら
、
共
に
創
作
す
る
様
々
な
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

た
と
え
ば
、
演
劇
に
は
内
部
と
外
部
の
登
場
者
が
い
て
、
内
部
の
登
場
者
は
共
通
の
問
題
に
対
し
て
意
見
や
行
動
が
分
か
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
外
部
の
登
場
者
が
様
々
な
刺
激
を
加
え
て
物
語
が
進
行
し
て
い
く
わ
け
だ
が
、そ
の
た
め
に
は
そ
の
場
所
（
空
間
）
が
半
公
共
（
セ

ミ
パ
ブ
リ
ッ
ク
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
そ
れ
は
、外
部
の
人
間
の
出
入
り
が
な
け
れ
ば
物
語
が
進
行
し
な
い
か
ら
で
あ
る
し
、

ま
た
、
登
場
人
物
た
ち
の
情
報
を
観
客
に
知
ら
せ
る
た
め
の
会
話
を
私
的
な
閉
空
間
内
で
発
生
さ
せ
る
と
不
自
然
さ
が
生
じ
る
た
め
で
あ

る
。
筆
者
①
の
グ
ル
ー
プ
は
、
大
学
寮
の
改
修
問
題
を
と
り
あ
げ
て
、
筆
者
①
が
大
学
寮
を
ホ
テ
ル
に
回
収
し
よ
う
と
す
る
ス
ケ
ベ
で
強

欲
な
学
長
役
を
、
ま
た
、
青
年
団
か
ら
の
プ
ロ
の
俳
優
（
本
田
け
い
さ
ん
）
が
、
学
長
の
不
倫
相
手
で
あ
る
寮
母
の
役
を
演
じ
た
。
ア
カ

デ
ミ
ア
の
最
終
日
に
は
実
際
の
劇
場
で
照
明
や
舞
台
装
置
な
ど
も
準
備
し
、
台
本
を
手
に
持
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
立
ち
稽
古
を
一
般
公
開
す

る
形
式
で
行
わ
れ
た
。
筆
者
①
の
グ
ル
ー
プ
は
、
物
語
進
行
さ
え
も
な
か
な
か
定
ま
ら
ず
、
俳
優
の
本
田
け
い
さ
ん
が
来
ら
れ
た
発
表
当

日
の
朝
に
や
っ
と
仮
の
台
本
が
完
成
し
た
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
の
台
本
を
み
た
本
田
け
い
さ
ん
は
、「
こ
の
セ
リ
フ
は
、
ひ

そ
ひ
そ
声
で
言
う
の
か
、は
っ
き
り
と
言
う
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。」
と
言
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、場
所
の
設
定
が
、半
公
共
（
セ
ミ
パ
ブ
リ
ッ

ク
）
に
な
っ
て
い
な
い
、
と
指
摘
さ
れ
た
の
だ
。
半
公
共
（
セ
ミ
パ
ブ
リ
ッ
ク
）
の
意
味
を
頭
だ
け
で
形
式
的
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、「
外
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部
の
人
間
も
出
入
り
自
由
な
空
間
」
は
た
し
か
に
設
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
不
倫
相
手
で
あ
る
学
長
に
対
し
て
ひ
そ
ひ
そ
声
で
話
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
な
の
か
、
人
に
聞
か
れ
て
も
よ
い
会
話
な
の
か
が
わ
か
ら
な
い
、
と
本
田
さ
ん
は
言
わ
れ
る
。
セ
リ
フ
を
間
違

わ
ず
に
は
っ
き
り
と
述
べ
る
こ
と
ば
か
り
に
気
を
取
ら
れ
て
い
た
筆
者
①
が
、
た
め
し
に
、
た
と
え
ば
観
客
に
も
聞
こ
え
な
い
よ
う
な
ひ

そ
ひ
そ
声
で
セ
リ
フ
を
し
ゃ
べ
っ
て
み
る
と
、
本
田
さ
ん
は
く
す
ぐ
っ
た
い
よ
う
に
笑
顔
を
演
技
し
て
み
せ
る
。
ま
た
、
寮
母
の
声
が
外

に
洩
れ
な
い
よ
う
に
制
す
る
よ
う
に
セ
リ
フ
を
し
ゃ
べ
っ
て
み
る
と
、
今
度
は
、
な
に
よ
、
と
い
う
態
度
で
、
か
え
っ
て
ふ
て
ぶ
て
し
く

次
の
セ
リ
フ
を
大
き
な
声
で
返
し
て
く
る
…
… 

。
つ
ま
り
、
こ
の
演
技
を
み
る
観
客
は
、
愛
人
の
学
長
に
対
す
る
細
か
な
感
情
や
立
場
、

そ
う
し
て
こ
の
二
人
の
将
来
像
ま
で
も
様
々
に
空
想
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
一
般
の
演
劇
に
お
い
て
、
役
者
は
公
演
ま
で
に
同
じ
セ
リ
フ
を

何
度
も
練
習
す
る
。
セ
リ
フ
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
時
そ
の
時
の
関
係
性
の
ほ
ん
の
少
し
の
変
化
か
ら
多
様
な
反
応
が
自
然
に
、
つ

ま
り
、
お
の
ず
か
ら
、
に
生
じ
て
く
る
何
ら
か
の
仕
組
み
が
戯
曲
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
、
反
復
に
よ
っ
て
部
分
が
熟

達
し
て
全
体
が
変
わ
り
、
ま
た
全
体
の
熟
達
が
部
分
を
変
え
て
そ
こ
に
特
別
な
自
分
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
「
型
」
が
あ
る
の
だ
ろ

う
。
セ
リ
フ
や
行
為
が
事
細
か
に
定
め
ら
れ
て
い
て
も
、
い
や
、
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
よ
け
い
に
、
演
じ
る
側
も
み
る
側
も
、「
特

別
な
自
分
」
を
切
に
求
め
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、
優
秀
な
医
師
ロ
ボ
ッ
ト
が
た
と
え
出
現
し
た
と
し
て
も
、
人
間
の
医
師

は
不
必
要
と
な
る
ど
こ
ろ
か
、
以
前
に
も
勝
っ
て
患
者
さ
ん
へ
の
集
中
と
、「
特
別
な
自
分
」
で
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
患
者
さ
ん
に
対
峙
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

蛇
足
で
は
あ
る
が
、
筆
者
①
は
、
ス
ケ
ベ
で
強
欲
な
学
長
役
を
演
じ
る
う
ち
に
、
ス
ケ
ベ
で
は
な
い
、
強
欲
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
ふ
だ

ん
の
生
活
こ
そ
が
演
技
だ
っ
た
の
だ
、
と
実
感
し
た
。
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コ
ピ
ー
で
き
な
い
「
い
ま
」
を
育
て
る
「
型
」

　

こ
こ
ま
で
、
日
本
の
も
の
つ
く
り
文
化
が
「
実
感
」
を
大
切
に
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
う
し
て
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
情
報
化
さ
れ
た
社
会
の
中
で
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
環
境
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
は
ロ
ボ
ッ

ト
演
劇
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
ヒ
ト
が
モ
ノ
の
関
係
と
し
て
説
明
・
設
計
・
制
御
さ
れ
る
中
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
特
別
な
自
分
を
見

出
す
か
、
言
い
換
え
る
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て
コ
ピ
ー
不
可
能
な
「
わ
た
し
」
そ
う
し
て
「
い
ま
」
と
い
う
一
回
性
の
関
係
性
を
得
る
の

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
で
近
年
の
技
術
発
展
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
の
コ
ピ
ー
が
可
能
に
な
り
つ

つ
あ
る
変
化
と
し
て
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
絵
画
な
ど
の
複
製
、
立
体
物
の
複
製
の
み
な
ら
ず
、
深
層
学
習
や
モ
デ
ル
化
等
の
シ
ス

テ
ム
、
さ
ら
に
、
セ
ン
サ
ー
や
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
機
器
、
制
御
な
ど
の
技
術
発
展
は
、
本
来
は
一
回
性
の
「
い
ま
」
さ
え
も
、
コ
ピ
ー
可

能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
た
と
え
ば
、
人
と
モ
ノ
と
の
関
わ
り
合
い
も
、
視
覚
機
能
、
聴
覚
機
能
、
操
作
機
能
、
学
習
機
能
…
… 

等
に
分
割
整
理
し
て
説
明
さ
れ
る
。
説
明
さ
れ
た
対
象
は
さ
ら
に
定
量
化
さ
れ
最
適
化
さ
れ
、結
果
と
し
て
ヒ
ト
の
機
能
は
拡
張
さ
れ
る
。

よ
り
よ
く
見
る
、
よ
り
よ
く
聞
く
、
よ
り
簡
便
に
正
確
に
操
作
す
る
、
よ
り
賢
く
学
習
す
る
…
… 

医
療
工
学
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
に
お
い
て
（
〜
が
で
き
る
）
と
い
う
人
の
機
能
が
拡
張
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ロ
ボ
ッ
ト
は
よ
り
生
き
生
き
と
行
動
し
、

仮
想
的
に
創
ら
れ
た
環
境
の
中
で
人
は
自
然
に
遊
び
、
認
識
に
か
か
わ
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
制
御
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
コ
ピ
ー
技
術
の
発
展
は
生
活
の
現
場
に
新
た
な
問
題
を
生
じ
始
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
山
極
寿
一（

4
）
が
述
べ
る
よ

う
に
、
現
代
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
高
校
生
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
持
ち
、
か
つ
、
多
く
の
人
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン 

を
捨
て
た

い
と
願
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
技
術
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
（
〜
が
で
き
る
）
と
い
う
機
能
が
、
か
え
っ
て
当



四
一

社
会
に
「
質
」
な
る
目
標
を
与
え
る
「
型
」　〔
富
田
・
森
川
〕

事
者
の
そ
の
時
々
の
生
き
生
き
と
し
た
「
わ
た
し
」
や
「
い
ま
」
を
見
失
わ
せ
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
文
章
の
題
名
に
在
る
よ

う
に
、
社
会
に
「
質
」
な
る
目
標
を
与
え
る
こ
と
考
え
る
時
、
そ
の
最
も
合
理
的
な
方
法
は
、
戯
曲
、
法
律
や
道
徳
や
建
物
、
さ
ら
に
は

学
問
全
体
を
「
型
」
と
し
て
、
つ
ま
り
、
形
式
で
は
あ
る
が
そ
の
中
で
の
自
由
（
お
の
ず
か
ら
）
な
「
う
ご
め
き
」
を
許
し
、
特
別
な
自

分
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
記
述
す
る
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
平
田
オ
リ
ザ
氏
が
戯
曲
に
セ
リ
フ
や
行
動
を
事
細
か
に
記

述
し
て
も
、
多
様
な
意
味
が
生
じ
得
る
よ
う
に
、
時
に
型
破
り
で
あ
り
型
な
し
に
な
ら
な
い
よ
う
な
多
様
な
物
語
を
生
み
だ
す
こ
と
の
で

き
る
「
型
」
の
記
述
は
不
可
能
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
本
文
章
で
は
そ
の
「
型
」
を
創
り
出
す
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
は
な
く
、「
型
」
に
対
峙
す
る
役
者
や
鑑
賞
者
にA

rt-Science 
Link W

orker

と
い
う
名
を
つ
け
て
、
現
代
社
会
に
お
け
る
そ
の
役
割
を
考
察
し
て
み
た
い
。

八　

痴
呆
化
し
た
我
々
を
支
え
る A

rt-Science Link W
orker

　

Link W
orker

と
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
始
ま
っ
た
痴
ほ
う
症
サ
ポ
ー
ト
制
度
に
お
い
て
新
た
に
創
出
さ
れ
た
職
種
名
で
あ
る
。
痴

ほ
う
症
患
者
は
、
申
請
な
ど
の
手
続
き
が
で
き
な
い
、
社
会
的
な
交
流
を
形
成
で
き
な
い
、
将
来
を
展
望
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
実
行
機

能
障
害
を
患
っ
て
い
る
。Link W

orker

は
痴
ほ
う
症
患
者
の
手
続
き
の
サ
ポ
ー
ト
、交
流
促
進
、目
標
設
定
な
ど
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

痴
ほ
う
症
患
者
が
自
立
的
に
生
き
る
こ
と
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
痴
ほ
う
症Link W

orker

の
見
か
け
の
「
行
為
」
は
手
続
き
の
サ
ポ
ー
ト
、

交
流
促
進
、
目
標
設
定
で
あ
る
が
、
そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
仕
事
は
痴
ほ
う
症
患
者
の
一
人
一
人
の
生
活
を
「
実
感
」
と
し
て
感
じ
取
る

こ
と
の
で
き
る
「
真
摯
さ
」
で
あ
る
。

　

だ
れ
も
が
特
別
な
自
分
で
あ
る
社
会
を
実
現
す
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に
認
知
症
患
者
の
た
め
の
職
種
名
を
用
い
る
の
は
、
現
代
情
報
化
社
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四
二

会
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
み
な
相
対
的
な
認
知
症
に
陥
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
自
動
運
転
に
よ
っ
て
運
転
の
労
働
は
低
減

す
る
が
、
実
は
暗
黙
の
情
報
労
働（

5
）
は
増
加
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
何
ら
か
の
原
因
で
自
動
運
転
に
支
障
が
生
じ
た
と
き
、
運
転
者

は
情
報
に
翻
弄
さ
れ
、
一
種
の
疑
似
認
知
症
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
別
の
表
現
を
す
る
と
、
か
つ
て
は
運
転
と
い
う
身
体
作
業

の
中
で
（
お
の
ず
か
ら
）
に
在
っ
た
で
あ
ろ
う
自
己
認
識
は
、
現
代
社
会
の
中
で
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
一
見
、
記
憶
力
と
説
明
力
に
長
け

た
人
物
が
こ
の
複
雑
化
し
、
情
報
労
働
化
し
た
社
会
の
波
を
う
ま
く
乗
り
こ
な
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
彼
ら
こ
そ
が
最
も
「
実
感
」

を
見
失
い
つ
つ
あ
る
人
た
ち
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
社
会
が
担
保
す
る
情
報
量
の
増
大
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
我
々
が
意
志
的
に
把

握
し
て
い
る
情
報
量
は
そ
の
ほ
ん
の
一
部
ま
た
は
近
似
値
に
す
ぎ
な
い
。
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
ー
と
の
間
で
膨
大
な
学
習
量
を
こ
な
し
つ
つ
あ

るA
.I. 

に
対
峙
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
当
の
「
実
感
」
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
人
物
の
像
は
、
記
憶
力
と
説
明
力
に
長
け
た
人
た
ち
な

の
だ
ろ
う
か
。
言
い
代
え
る
と
、
主
役
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
ロ
ボ
ッ
ト
で
あ
る
演
劇
が
上
演
さ
れ
て
い
る
劇
場
に
お
い
て
、
一
期
一
会

の
清
涼
を
支
え
て
い
る
人
物
は
演
劇
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
だ
ろ
う
か
、A.I. 

の
専
門
家
だ
ろ
う
か
。い
や
、そ
う
で
は
な
い
。こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
満
ち
た
劇
場
を
「
そ
の
時
々
に
生
き
た
も
の
」
に
し
て
い
る
の
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
役
者
の
演
技
に
必
死
で
対
峙
し
て
い
る
役
者
と
、
一
粒

の
涙
を
流
す
観
客
で
あ
る
。

九　

み
ず
か
ら
の
「
行
為
」
と
お
の
ず
か
ら
の
「
し
ぐ
さ
」

　

た
と
え
ば
、
痴
呆
患
者
の
多
く
は
「
行
為
」
を
忘
れ
る
が
、「
し
ぐ
さ
」
は
忘
れ
な
い
。
い
つ
、
ど
こ
で
、
だ
れ
が
、
ど
う
し
た
、
と

い
う
「
行
為
」
の
認
識
に
記
憶
は
必
要
で
あ
る
が
「
し
ぐ
さ
」
は
一
瞬
に
感
知
さ
れ
、
ま
た
永
く
印
象
が
残
る
か
ら
だ
。
本
文
章
で
提
案

し
て
い
るA

rt-Science Link W
orker 

に
求
め
ら
れ
る
「
し
ぐ
さ
」
も
、痴
ほ
う
症Link W

orker

に
求
め
ら
れ
る
の
と
同
じ
「
真
摯
さ
」



四
三

社
会
に
「
質
」
な
る
目
標
を
与
え
る
「
型
」　〔
富
田
・
森
川
〕

で
あ
る
。Peter Ferdinand D

rucker

（
6
）
は
、
そ
の
著
書M

anagem
ent 

の
中
で
、
企
業
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
要
求
さ
れ
る
特
質
と
し
て
、

integrity 
と
い
う
言
葉
を
あ
げ
て
い
る
。
英
語
に
お
け
るintegrity

と
日
本
語
に
お
け
る
「
真
摯
」
の
意
味
は
異
な
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
が
、
共
に
定
義
が
難
し
い
点
は
共
通
し
て
い
る
。
定
義
の
難
し
さ
の
原
因
は
、「
真
摯
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
矛
盾
性
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
一
言
で
言
っ
て
し
ま
う
と
、「
行
為
」
と
「
し
ぐ
さ
」
の
間
の
矛
盾
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　

た
と
え
ば「
一
人
に
な
り
た
い
け
れ
ど
寂
し
い
」と
い
う
状
態
の
と
き
、一
人
に
な
り
た
が
る「
行
為
」に
対
し
て
直
観
的
に
感
じ
取
る「
し

ぐ
さ
」
は
さ
み
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
あ
る
病
人
が
自
分
の
病
気
に
対
し
て
「
知
り
た
い
け
ど
知
り
た
く
な
い
」
と
い
状

態
に
陥
っ
た
時
、
知
り
た
が
る
「
行
為
」
と
は
裏
腹
に
、
知
り
た
く
は
な
い
、
と
い
う
「
し
ぐ
さ
」
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
安
楽
状

態
で
あ
っ
て
も
苦
し
そ
う
な
「
し
ぐ
さ
」
は
様
々
な
医
療
・
福
祉
現
場
で
散
見
さ
れ
る
。「
好
き
だ
け
ど
嫌
い
」
な
時
、「
好
き
だ
よ
」
と

い
う
言
葉
と
は
裏
腹
に
嫌
い
な
「
し
ぐ
さ
」
が
あ
っ
た
り
、
ま
た
逆
に
好
き
な
し
ぐ
さ
の
わ
り
に
は
行
為
は
み
な
嫌
い
を
表
現
し
て
い
る

こ
と
も
あ
る
。
行
為
が
や
さ
し
く
て
も
し
ぐ
さ
が
や
さ
し
く
な
い
場
合
も
あ
れ
ば
、
行
為
が
や
さ
し
く
な
く
と
も
し
ぐ
さ
が
や
さ
し
い
人

も
い
る
。
真
摯
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
は
、
こ
う
い
っ
た
矛
盾
し
た
ヒ
ト
の
「
う
ご
め
き
」
に
対
峙
し
て
、
そ
れ
で
も
ヒ
ト
を
信
じ
る
信
念

の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

学
者
は
「
行
為
」
を
対
象
と
し
て
、
い
つ
、
何
が
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
、
と
い
っ
た
時
空
上
で
考
察
す
る
。
そ
の
時
間
を
ｔ
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ｔ
＝
０　

の
「
い
ま
」
は
自
由
に
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
に
お

け
る
「
い
ま
」
は
ど
こ
に
で
も
自
由
に
設
定
さ
れ
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、

仮
定
1
：「
い
ま
」
は
た
だ
一
回
で
あ
っ
て
コ
ピ
ー
で
き
な
い
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と
仮
定
す
る
。
こ
れ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン（

7
）
が
「
複
製
技
術
の
す
す
ん
だ
時
代
の
中
で
ほ
ろ
び
て
い
く
も
の
」
と
し
て
作
品
の
「
ア
ウ
ラ
」

を
述
べ
た
と
き
に
も
用
い
た
世
界
観
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
回
性
の
「
い
ま
」
の
価
値
を
信
じ
る
と
こ
ろ
に
、
本
文
章
の
主
張
す
る
方

法
論
も
立
脚
し
て
い
る
が
、
本
文
章
で
は
さ
ら
に
科
学
・
技
術
分
野
に
お
け
る
、
い
つ
、
何
が
、
ど
の
よ
う
に
、
と
い
っ
た
時
空
上
で
の

「
わ
か
る
」
と
の
整
合
性
の
た
め
に
、
以
下
の
仮
定
を
置
く（

8
）（
9
）。

仮
定
2
：
ヒ
ト
は
「
い
ま
」
に
か
か
わ
る
関
係
性
を
近
似
と
し
て
捉
え
、
他
者
と
そ
の
同
期
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
概
念
や
価
値
を
共
有

す
る
。

　

た
と
え
ば
、
デ
ッ
サ
ン
な
ど
の
よ
う
に
、
対
象
を
徹
底
的
に
「
み
る
」
場
面
の
実
感
を
考
え
る
。
対
象
と
な
る
モ
ノ
（
物
質
）
と
観
察

者
と
の
間
に
は
無
数
の
多
様
な
関
係
性
と
そ
の
可
能
性
が
生
じ
る
。
人
は
そ
の
す
べ
て
を
把
握
し
説
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し

て
、
ヒ
ト
は
モ
ノ
と
の
間
の
複
雑
な
関
係
性
や
そ
の
可
能
性
の
一
部
を
認
識
し
て
い
る
。
す
る
と
、
本
文
章
で
対
象
と
す
る
「
質
」
の
共

有
も
本
来
は
幻
想
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
に
、
雨
水
に
よ
っ
て
自
然
に
形
成
さ
れ
た
造
形
が
あ
り
、
そ
の
造
形
が
ア
ー
ト
作
品
で

あ
る
、と
感
じ
た
人
が
複
数
い
た
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
は
そ
の
造
形
と
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
の
多
様
な
「
い
ま
」
の
関
係
性
を
形
成
し
、

そ
の
関
係
性
を
近
似
し
て
他
者
と
の
同
期
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
芸
術
的
価
値
を
共
感
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
観
察
者
と
造
形
と
の
関
係
性

は
、
み
な
異
な
っ
た
「
い
ま
」
で
あ
る
が
、
心
理
作
用
の
一
種
の
同
期
を
通
じ
て
、
あ
た
か
も
同
一
の
芸
術
的
価
値
を
共
感
し
て
い
る
よ

う
に
感
じ
る
。
こ
の
記
述
に
お
い
て
筆
者
は
真
理
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
感
的
に
「
わ
か
る
」
の
世
界
観
を
、
い
つ
、
何
が
、

ど
こ
で
、
と
い
っ
た
構
造
で
形
式
的
に
「
わ
か
る
」
こ
と
と
の
整
合
性
に
配
慮
し
な
が
ら
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
し
て
、
形
式

的
な
「
わ
か
る
」
を
中
心
と
し
て
世
界
を
把
握
し
つ
つ
あ
る
情
報
化
社
会
は
、
本
来
的
な
順
番
を
逆
に
、
つ
ま
り
、
説
明
を
先
に
、
そ
う



四
五

社
会
に
「
質
」
な
る
目
標
を
与
え
る
「
型
」　〔
富
田
・
森
川
〕

し
て
実
感
が
あ
と
か
ら
つ
い
て
く
る
「
わ
か
る
」
を
我
々
に
強
制
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
ロ
ボ
ッ
ト
で
は
な
い
我
々
は
、
そ
の
反
動
と
し

て
生
活
の
幻
想
性
を
よ
り
明
確
に
実
感
し
始
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
映
画
「
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
」
は
、
私
た
ち
の
見
聞
き
す
る

す
べ
て
がA

.I. 
に
よ
っ
て
送
り
込
ま
れ
た
情
報
で
あ
る
、
と
す
る
世
界
観
を
提
示
し
た
。
こ
の
世
界
観
の
中
で
は
、
実
感
に
先
ん
じ
て

何
ら
か
の
説
明
可
能
な
、
ま
た
は
コ
ピ
ー
可
能
な
情
報
が
原
因
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
世
界
観
の
中
で
は
、
た
と
え
ば
経
験
さ
れ

た
事
実
は
幻
想
で
あ
っ
て
、
説
明
的
に
共
有
さ
れ
た
概
念
や
価
値
観
も
そ
の
延
長
上
に
誘
導
さ
れ
た
幻
想
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な

い
。
唯
一
そ
の
幻
想
を
得
る
過
程
、
つ
ま
り
、
何
が
で
き
る
、
何
が
わ
か
る
、
で
は
な
く
そ
こ
に
至
る
過
程
こ
そ
が
、
一
回
性
の
「
い
ま
」

と
特
別
の
自
分
を
感
じ
取
る
場
所
な
の
だ
ろ
う
。

十　

実
感
す
る
実
践
者
の
学
問

　

サ
ン
＝
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ（A

ntoine de Saint Exupéry

）作
の「
星
の
王
子
様
」（Le Petit Prince

）の
十
四
章
に
登
場
す
る
点
灯
夫
は
、

一
分
間
に
一
回
転
す
る
小
さ
な
星
の
上
で
絶
え
ず
街
灯
を
つ
け
た
り
消
し
た
り
し
て
い
る
。
点
灯
夫
（lam

plighter

）
の
星
を
み
て
、
星

の
王
子
様
は
以
下
の
よ
う
に
つ
ぶ
や
い
た
。「
こ
の
点
灯
夫
も
お
か
し
な
星
に
す
ん
で
い
る
な
あ
。
け
れ
ど
も
、
王
さ
ま
や
、
う
ぬ
ぼ
れ

屋
や
、
実
業
家
や
、
の
ん
べ
え
の
星
よ
り
は
、
な
ん
と
な
く
ほ
っ
と
す
る
。
こ
の
人
の
仕
事
に
は
、
な
に
か
意
味
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

街
灯
に
明
か
り
を
つ
け
る
と
、
星
が
ひ
と
つ
生
ま
れ
た
よ
う
に
、
花
が
一
輪
ぱ
っ
と
咲
い
た
よ
う
に
見
え
る
し
、
街
灯
の
明
か
り
を
消
す

と
、
花
や
星
は
眠
り
に
つ
い
て
し
ま
う
。
あ
あ
、
な
ん
て
き
れ
い
な
ん
だ
ろ
う
。
き
れ
い
だ
か
ら
こ
そ
、
ほ
ん
と
う
に
役
に
た
つ
仕
事
な

ん
だ
。」（
著
者
①
の
意
訳（
10
））

　

こ
の
物
語
の
中
で
、点
灯
夫
は「
命
令
」に
従
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、も
し
彼
が
実
業
家
や
王
様
や
学
者
の「
命
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令
」
で
は
な
く
、
そ
の
時
々
の
「
実
感
」
に
生
き
て
い
る
の
な
ら
ば
、
美
を
実
践
し
て
い
る
こ
の
点
灯
夫
こ
そ
、
筆
者
①
の
描
く A

rt-
Science Link W

orker 

像
に
最
も
近
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、A
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と
は
た
だ
命
令
に
従
う
弱
者

で
も
な
け
れ
ば
、
物
事
を
力
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
強
者
で
も
な
い
、
そ
う
し
て
、
う
ぬ
ぼ
れ
や
で
も
な
い
、
真
の
実
践
者
で
あ
る
。

　

だ
れ
も
が
特
別
な
自
分
で
あ
る
社
会
を
目
指
す
と
き
、
豊
か
な
感
性
や
知
識
そ
う
し
て
説
明
力
を
有
す
る
い
わ
ゆ
る
イ
ン
テ
リ
の
学
問

の
み
な
ら
ず
、そ
れ
ぞ
れ
の
「
実
感
」
に
真
摯
に
対
峙
す
る
実
践
者
の
学
問
が
必
要
で
あ
る
。
常
に
説
明
を
求
め
ら
れ
る
現
代
に
お
い
て
、

真
の
実
践
者
た
ち
は
、「
わ
か
る
」
学
者
や
「
で
き
る
」
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
を
補
助
す
る
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動
を
し
て
い
る
よ
う
に
社

会
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
。
学
者
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
、「
わ
か
っ
て
し
ま
う
」
こ
と
「
で
き
て
し
ま
う
」
こ
と
に
よ
っ
て
、

逆
説
的
に
実
感
か
ら
離
れ
、
形
式
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
て
、
形
式
は
時
と
し
て
人
を
動
か
す
力
で
も
あ
る
た
め
に
、
学
者
や
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
は
、
物
事
を
力
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
強
者
の
側
に
、
無
意
識
に
位
置
し
て
い
る
。
イ
ン
テ
リ
で
は
な
い
、
一
流
で
も
な
い
、

し
か
し
物
事
を
力
で
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
実
感
し
、
ま
た
実
践
す
るA

rt-Science Link W
orker 

に
憧
れ
る
こ
と
、

そ
れ
が
ま
ず
社
会
に「
質
」な
る
目
標
を
与
え
る
柔
軟
な「
型
」を
持
続
さ
せ
る
最
も
単
純
な
方
法
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
柔
軟
な「
型
」

と
は
そ
れ
を
創
り
、
見
定
め
る
た
め
の
特
定
の
方
法
論
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
単
純
な
美
し
さ
へ
の
憧
れ
こ
そ
が
、
あ
や
ふ
や
な
感
覚

に
対
峙
し
て
自
由
（
お
の
ず
か
ら
に
よ
る
）
な
自
己
を
実
現
す
る
の
だ
ろ
う
。

十
一　
「
う
ご
め
き
」
の
中
の
特
別
な
自
分

　

著
者
②
は
、
別
論
文
「
生
命
と
『
わ
か
る
』
の
数
理
モ
デ
ル
化
の
試
み
」
に
お
い
て
、
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
を
単
な
る
理
解
の
「
う

ご
き
」
で
は
な
く
、「
わ
か
る
」
の
体
系
が
成
長
し
多
様
性
が
生
じ
続
け
る
「
う
ご
め
き
」
の
よ
う
な
概
念
と
し
て
数
理
モ
デ
ル
を
作
成
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社
会
に
「
質
」
な
る
目
標
を
与
え
る
「
型
」　〔
富
田
・
森
川
〕

し
た
。
こ
の
モ
デ
ル
が
さ
ら
に
発
展
す
れ
ば
、
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
が
感
覚
の
「
う
ご
き
」
の
形
式
に
留
ま
ら
ず
、
無
数
の
可
能
性
の

中
か
ら
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
み
つ
け
だ
す
「
う
ご
め
き
」
を
創
り
出
し
、さ
ら
に
そ
の
「
う
ご
め
き
」
に
対
し
て
も
あ
る
形
式
的
な
「
う
ご
き
」

が
生
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の「
う
ご
め
き
」を
全
体
と
し
て
、形
式
的
な「
う
ご
き
」を「
型
」と
す
る
な
ら
ば
、「
型
」

と
は
単
な
る
形
式
を
越
え
て
、
全
体
の
「
う
ご
め
き
」
と
連
動
す
る
礎
、
ま
た
は
「
う
ご
め
き
」
を
収
め
る
器
の
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る

だ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
物
体
を
圧
縮
す
る
と
、
ど
の
よ
う
に
形
が
「
う
ご
く
か
」
を
厳
密
に
予
測
す
る
数
理
は
発
達
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
物
体
が
薄

く
な
り
、
た
と
え
ば
平
た
い
板
を
そ
の
長
軸
の
方
向
に
圧
縮
し
た
と
き
に
、
右
左
の
ど
ち
ら
に
大
き
く
た
わ
む
の
か
は
、
こ
れ
は
原
理
的

に
決
定
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
確
率
的
に
厳
密
に
予
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
予
測
不
可
能
な
現
象
も
、
結
果
が
原
因
を
変
え
る
よ
う
な

原
理
を
用
い
て
、
た
と
え
ば
川
の
流
れ
の
蛇
行
な
ど
の
よ
う
に
多
様
性
が
生
ま
れ
る
現
象
も
、
確
率
的
に
は
予
測
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、こ
の
文
章
で
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
な
「
う
ご
め
き
」
は
単
純
な
原
理
の
組
み
合
わ
せ
で
予
測
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

言
い
換
え
る
と
、
本
文
章
で
仮
定
と
し
て
挙
げ
た
、「
い
ま
」
の
唯
一
性
は
本
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
形
式
的
に
は
「
わ

か
り
得
な
い
」
問
題
な
の
だ
ろ
う
。
兎
に
も
角
に
も
、
も
や
も
や
と
し
た
わ
か
り
得
な
い
概
念
に
常
に
身
を
任
せ
る
こ
と
に
耐
え
る
こ
と

の
で
き
な
い
ヒ
ト
が
、「
型
」
を
抱
き
、「
型
」
か
ら
全
体
が
生
ま
れ
、
ま
た
全
体
が
「
型
」
を
形
成
す
る
「
う
ご
め
き
」
に
身
を
寄
せ
る

の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
の
方
法
論
で
も
あ
る
。
型
を
守
り
、
時
に
型
破
り
で
あ
り
、
し
か
し
型
無
し
に
な
ら
な
い

為
に
、
実
践
し
、
固
定
さ
れ
た
形
式
に
は
留
ま
ら
ず
、
ひ
た
す
ら
実
感
す
るA
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に
憧
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
本

来
は
幻
想
で
あ
る
「
質
」
な
る
目
標
を
持
つ
こ
と
、
そ
う
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
コ
ピ
ー
で
き
な
い
特
別
な
自
分
を
生
き
る
こ
と
の
最
も
単

純
な
方
法
論
で
あ
る
。
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注（
1
） 

西
田
幾
多
郎『
善
の
研
究
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
五
〇
年
）

（
2
） 

山
極
寿
一（
基
調
講
演
）、D

oes N
ature Think ?

「
自
然
は

考
え
る
の
か
？
」
パ
リ 
二
〇
一
九
年
）https://w

w
w.youtube.com

/
w

atch?v=oY
fB

N
JxO

G
V

M

（
3
） B

oye Lafayette

、D
e M

ente

、”Japan’s C
ultural C

ode 
W

ords “ （Tuttle Publishing 
二
〇
〇
四
年
）

（
4
） 

山
極
寿
一『
ス
マ
ホ
を
捨
て
た
い
子
供
た
ち
』（
ポ
プ
ラ
新
書　

二
〇
二
〇
年
）

（
5
） 

喜
多
一
、
提
唱 H

om
e System

 Integration
、
計
測
自
動
制
御

学
会
、
シ
ス
テ
ム
・
情
報
部
門
学
術
講
演
会 

二
〇
二
〇
年
一
一
月
）

（
6
） Peter Ferdinand D

rucker

、『
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
社　

二
〇
〇
一
年
）

（
7
） 

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン『
複
製
技
術
自
体
の
芸
術
』（
晶

文
社　

一
九
九
九
年 

）

（
8
） 

動
画
：
コ
ピ
ー
で
き
な
い「
わ
か
る
」、https://youtu.be/

TX
w

9R
gcZv7o

（
9
） 

動

画
：”SU

K
I” designing

、https://w
w

w.youtube.com
/

w
atch?v=B

A
sQ

Y
m

7C
1h4

（
10
） 

富
田
直
秀
、
意
味
が
あ
れ
ば
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
デ
ザ
イ

ン
学
論
考
、vol.7

、pp.46–54

、
二
〇
一
六
年




