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イ
エ
ナ
期
ヘ

ー
ゲ
ル
の
人
倫
思
想

i
l労
働
を
鍵
概
念
と
し
て
1

1

徳

永

哲

也

序

本
論
文
の
目
的
は
、

へ
l
ゲ
ル
の
イ
エ
ナ
期
ハ
一
八

O
一
年
の
コ
二
歳
か
ら
六
年
間
、
私
講
師
の
ち
に
員
外
教
授
と
し
て
イ
エ
ナ
大

学
に
い
た
時
期
〉
を
、
彼
の
思
想
形
成
の
最
も
重
要
な
時
期
と
見
て
、
彼
独
特
の
「
人
倫
」
と
い
う
思
想
に
迫
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
イ
エ
ナ
前
半
期
に
焦
点
を
絞
り
、
一
八

O
二
年
執
筆
の
未
完
の
草
稿
『
人
倫
の
体
系
』
と
一
八

O
コ
一
年
か
ら
四
年
の
講
義

「
精
神
哲
学
」
の
原
稿
(
以
下
、
『
一
ニ
・
四
年
精
神
哲
学
』
と
記
す
)
を
読
み
解
き
、
そ
こ
に
醸
成
さ
れ
た
思
想
の
鍵
を
彼
の
「
労
働
」

の
捉
え
方
に
求
め
た
い
と
思
う
。

へ
l
ゲ
ル
哲
学
の
特
徴
は
「
欲
求
の
体
系
」
や
「
民
族
精
神
」
と
い
っ
た
言
葉
で
概
念
規
定
さ
れ
る
と
と
が
多
い
が
、
私
は
そ
れ
よ

り
も
先
に
、

「
労
働
」
を
哲
学
的
概
念
と
し
て
深
く
捉
え
た
こ
と
が
へ

l
ゲ
ル
の
最
大
の
功
績
で
あ
り
、

へ
l
ゲ
ル
ら
し
さ
の
所
以
も
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こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

「
労
働
」
こ
そ
が
「
人
倫
」
を
支
え
、
家
族
共
同
体
か
ら
国
家
共
同
体
に
至
る
ま
で
の
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形
成
の
軸
と
な
る
ー
そ
の
こ
と
を
へ

l
ゲ
ル
は
、
自
ら
の
哲
学
の
一
つ
の
答
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
思
想
形
成
は
イ
エ
ナ

期
に
こ
そ
最
も
急
速
に
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
、
先
に
挙
げ
た
諸
論
稿
か
ら
読
み
取
れ
る
。

こ
れ
が
私
の
当
面
の
結
論
で
あ
り
、
本
論
文
は
そ
の
結
論
を
説
得
的
に
解
き
明
か
し
て
い
く
こ
と
を
旨
と
す
る
わ
け
だ
が
、
先
に
論

の
運
び
を
素
描
し
て
お
く
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

人
間
は
ま
ず
は
、

「
自
然
の
中
の
人
間
」
と
し
て
現
れ
る
。
そ
の
現
れ
と
は
、
第
一
に
は
自
然
と
い
う
回
路
そ
の
も
の
に
埋
も

れ
た
一
つ
の
系
と
し
て
の
人
間
で
あ
り
、
第
二
に
は
自
然
か
ら
自
己
を
切
り
離
そ
う
と
す
る
、
対
自
然
存
在
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。

第
一
の
過
程
か
ら
第
二
の
過
程
へ
と
移
行
さ
せ
る
の
が
、
自
然
に
働
き
か
け
る
営
み
と
し
て
の
「
労
働
」
で
あ
る
。
労
働
は
当
面
は
自

己
保
存
の
た
め
の
欲
求
充
足
活
動
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
活
動
を
道
具
使
用
や
計
画
立
案
を
介
し
て
客
観
化
す
る
こ
と
、
そ
れ

に
よ
っ
て
自
己
を
自
然
と
対
峠
す
る
存
在
と
す
る
こ
と
が
、
人
間
的
労
働
た
る
所
以
で
あ
る
。

人
聞
は
次
に
、
「
人
聞
に
対
す
る
人
間
」
と
し
て
現
れ
る
。
「
自
然
の
中
の
人
間
」
は
、
自
然
を
客
観
化
す
る
中
で
自
己
の
「
労

働
」
を
概
念
化
す
る
わ
け
だ
が
、
自
然
を
自
己
の
外
に
置
い
て
み
る
こ
と
は
同
時
に
、
自
己
を
自
然
の
外
に
置
き
直
す
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
単
な
る
自
然
の
一
単
位
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
人
間
と
し
て
の
自
覚
が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
自
己
を
人
間
と
し
て
意
識

す
る
こ
と
は
、
鏡
を
見
る
か
の
よ
う
に
他
者
を
人
間
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
も
伴
う
。
労
働
す
る
自
己
の
傍
ら
に
は
労
働
す
る
他
者
が

お
り
、
意
識
の
レ
ベ
ル
で
は
む
し
ろ
、
自
然
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
自
己
を
客
体
化
す
る
と
い
う
よ
り
、
他
者
が
そ
こ
に
い
る
か
ら
自
己

を
客
体
化
す
る
と
い
っ
た
形
に
な
る
。
自
然
と
の
差
別
性
と
し
て
の
人
間
意
識
は
、
他
者
と
の
類
似
性
と
し
て
の
人
間
意
識
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
い
る
。

人
聞
は
最
後
に
、
「
共
同
体
の
中
の
人
間
」
と
し
て
現
れ
る
。
「
人
聞
に
対
す
る
人
間
」
は
、
他
者
を
鏡
の
映
し
絵
の
よ
う
に
、



似
て
非
な
る
存
在
と
し
て
意
識
す
る
わ
け
だ
が
、

「
労
働
」
と
い
う
実
践
的
な
場
に
あ
っ
て
そ
の
他
者
と
は
、
共
通
利
益
を
持
つ
協
同

者
で
あ
っ
た
り
利
害
の
対
立
す
る
敵
対
者
で
あ
っ
た
り
す
る
。
自
己
の
労
働
価
値
物
を
よ
り
積
極
的
な
も
の
へ
転
化
し
て
く
れ
る
交
易

相
手
で
あ
っ
た
り
不
当
に
減
少
さ
せ
る
収
奪
者
で
あ
っ
た
り
す
る
。
自
己
の
労
働
を
棒
、
げ
る
相
手
で
あ
っ
た
り
逆
に
捧
げ
て
く
れ
る
人

で
あ
っ
た
り
す
る
。
労
働
は
人
間
の
相
互
行
為
と
な
り
、
そ
の
場
と
し
て
の
共
同
体
は
、
家
族
に
始
ま
っ
て
市
民
社
会
か
ら
国
家
に
ま

で
至
る
。
そ
こ
で
の
労
働
へ
の
参
与
と
恩
恵
の
分
配
は
、
愛
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
、
統
治
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。

へ
l
ゲ
ル

イエナ期へーゲ、ノレの人倫思想、

が
「
人
倫
」
と
し
て
概
念
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
共
同
体
の
中
の
人
間
」
た
ち
に
「
労
働
」
が
担
わ
れ
る
と
き
の
、
そ

の
按
配
の
正
当
な
根
拠
づ
け
な
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
実
際
に
文
献
を
追
い
な
が
ら
へ

i
ゲ
ル
の
「
人
倫
と
労
働
」
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
章

『
人
倫
の
体
系
』
に
お
け
る
労
働
概
念
の
萌
芽

『
人
倫
の
体
系
』
は
三
部
構
成
で
、

関
係
と
い
う
面
か
ら
の
絶
対
的
人
倫

否
定
的
な
も
の
、
或
は
自
由
、
或
は
犯
罪

人
倫

か
ら
成
る
。
第
一
部
は
人
聞
の
自
然
生
活
の
発
展
の
叙
述
と
し
て
、
言
わ
ば
「
自
然
的
人
倫
」
を
扱
っ
て
い
る
。
第
三
部
は
「
第
一
節

国
憲
」
に
対
す
る
第
二
節
が
無
く
、
こ
の
草
稿
の
未
完
成
ぶ
り
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
国
家
体
制
論
へ
と
結
実
さ
せ
る
方
向
で
の
身
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分
や
統
治
の
問
題
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
両
者
の
中
間
に
あ
る
第
二
部
は
、
量
的
に
も
極
端
に
少
な
く
、
自
然
的
人
倫
か
ら
法
的
統
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治
制
度
へ
の
移
行
を
に
お
わ
せ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

「
人
倫
と
労
働
」
と
し
て
問
題
に
な
る
の
は
第
一
部
で
あ
る
。
そ
の
中
は
「
A
(無
題
ど
と
「
B

に
お
け
る
無
限
性
・
観
念
性
と
い
う
第
二
の
勢
位
」
の
前
後
半
に
分
か
れ
る
。

A
は
、
人
聞
の
一
次
的
自
然
的
欲
求
、
最
も
基
本
的
な

形
式
的
な
も
の
す
な
わ
ち
関
係

労
働
の
諸
形
態
と
経
済
的
諸
関
係
が
述
べ
ら
れ
、

B
は
、
必
要
な
制
度
上
の
関
係
の
確
立
、
す
な
わ
ち
ま
ず
は
労
働
と
財
産
の
組
織
、

次
に
家
族
生
活
の
場
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
私
な
り
に
枠
組
を
つ
く
れ
ば
、

A
は
「
感
情
レ
ベ
ル
の
労
働
」
の
論
で
あ
り
、

B
は

「
反
省
レ
ベ
ル
の
労
働
」
の
論
で
あ
る
。

A
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。

最
も
原
初
的
な
労
働
は
、
空
腹
を
満
た
す
た
め
に
自
然
界
に
手
を
伸
ば
し
て
喰
う
も
の
を
取
る
こ
と
だ
が
、
そ
も
そ
も
自
然
界
に

「
食
物
」
「
飲
物
」
が
前
も
っ
て
決
ま
っ
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
飲
食
物
と
し
て
認
定
す
る
の
は
主
観
と
し
て
の
行
為
者
の
実
践
的
欲
求

で
あ
り
、
自
然
回
路
か
ら
行
為
者
に
取
り
込
ま
れ
て
は
じ
め
て
飲
食
物
と
な
る
。
こ
の
享
受
に
お
い
て
行
為
者
は
、
自
然
客
観
の
実
在

を
意
識
す
る
。

こ
の
労
働
を
効
率
的
に
媒
介
す
る
の
が
「
道
具
」
で
あ
る
。
道
具
は
、
人
聞
が
自
然
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
行
為
の
概
念
の
外
化

で
あ
り
、
使
つ
て
な
お
消
費
し
尽
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
人
間
理
性
と
自
然
摂
理
と
の
媒
介
項
と
な
る
。
よ
っ
て
、
道
具
を
作
り
使
う

ぜ

ル

v
a
y
γ

グ

こ
と
は
人
聞
の
教
養
形
成
で
あ
り
、
こ
こ
に
労
働
は
、
苦
役
と
し
て
の
活
力
消
耗
で
は
な
く
技
能
と
し
て
の
理
性
的
自
己
表
現
と
な
る
。

A
の
「
感
情
レ
ベ
ル
」
か
ら

B
の
「
反
省
レ
ベ
ル
」
へ
の
転
換
点
と
な
る
の
が
、

「
言
語
」
で
あ
る
。

B
は
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き

る。
先
の
「
道
具
」
が
人
間
の
肉
体
的
な
自
己
表
現
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
精
神
的
な
自
己
表
現
は
「
発
話
」
と
し
て
の
「
言
語
」
で
あ



る
。
発
話
さ
れ
た
言
語
は
普
遍
的
な
意
味
を
持
ち
、
受
容
者
に
「
一
定
の
」
反
応
を
要
求
す
る
。
そ
こ
に
は
一
定
反
応
を
示
す
「
同
等

者
」
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
反
省
的
に
は
、
発
話
者
自
身
も
同
等
者
と
な
っ
て
、
普
遍
性
を
持
つ
人
間
同
士
か
ら
成
る
社
会
が
措
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
労
働
の
場
は
大
き
く
変
容
す
る
。

「
或
る
独
特
の
一
個
人
」
に
よ
る
個
々
の
労
働
は
「
同
等
の
一
人
間
」
の
活
力
の
配
分
と

思
考
さ
れ
る
し
、
道
具
の
作
成
や
使
用
も
抽
象
的
人
間
技
能
の
配
分
と
思
考
さ
れ
る
。
個
別
労
働
が
普
遍
的
な
道
具
と
言
語
に
媒
介
さ

イエナ期へーゲルの人倫思想

れ
て
抽
象
化
す
る
か
ら
、
生
産
物
は
抽
象
的
な
「
余
剰
品
」
と
し
て
交
換
可
能
な
も
の
と
な
り
、
各
労
働
者
は
「
分
業
者
」
と
な
っ
て

後
で
譲
渡
・
交
換
の
場
に
臨
む
こ
と
に
な
る
。
余
剰
生
産
物
を
作
り
交
換
を
予
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
岸
に
も
「
権
利
づ
け

ら
れ
た
所
有
者
」

(
H
人
格
)
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
生
産
労
働
は
、
欲
求
l

充
足
の
単
線
的
な
営
み
か
ら
あ

え
て
一
線
を
画
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
へ
の
足
が
か
り
を
つ
か
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、

『
人
倫
の
体
系
』
の
第
一
部
を
素
材
と
し
て
へ

l
ゲ
ル
の
「
労
働
哲
学
」
を
読
み
取
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
見

出
せ
る
意
義
は
大
き
い
。

へ
l
ゲ
ル
は
、
当
時
の
哲
学
者
と
し
て
は
稀
に
み
る
経
済
学
的
視
点
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
労
働
と
い
う
極

め
て
日
常
的
な
営
み
の
言
葉
を
哲
学
的
タ
l
ム
に
ま
で
高
め
、
自
然
に
あ
る
人
聞
が
分
業
・
交
換
に
参
与
す
る
ま
で
の
階
梯
を
原
理
的

に
解
き
明
か
し
て
お
り
、
そ
れ
は
か
の
『
精
神
現
象
学
』
の
知
的
階
梯
を
た
ど
る
手
法
の
原
型
と
も
言
え
る
。
そ
の
中
で
、
価
値
や
貨

幣
、
所
有
や
権
利
、
商
業
や
契
約
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
の
を
発
見
す
る
と
、
経
済
哲
学
者
へ

l
ゲ
ル
の
姿
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
経
済
学
的
認
識
を
土
台
に
据
え
る
こ
と
で
、

へ
l
ゲ
ル
は
後
の
『
法
営
学
』
な
ど
の
国
家
論
に
進
む
こ
と
が
で
き
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
我
々
と
し
て
は
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
経
済
哲
学
の
視
点
を
へ

l
ゲ
ル
研
究
の
視
野
に
収
め
な
が
ら
で
な
い
と
、
彼
の

39 

人
倫
i
国
家
論
へ
の
理
解
は
、
上
す
べ
り
な
も
の
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
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第
二
章

『
三
・
四
年
精
神
哲
学
』
へ
の
展
開

『
一
一
了
四
年
精
神
哲
学
』
は
、

一八

O
三
年
度
冬
学
期
の
イ
エ
ナ
大
学
で
の
講
義
の
た
め
の
草
稿
で
あ
っ
た
。

へ
I
ゲ
ル
が
イ
エ
ナ

に
来
た
の
は
シ
ェ
リ
ン
グ
(
へ

1
ゲ
ル
よ
り
五
歳
年
下
だ
が
学
問
的
に
は
同
輩
も
し
く
は
先
輩
に
当
た
る
)
の
仲
介
も
あ
っ
て
の
こ
と

期
と
な
っ
た
。
先
の
『
人
倫
の
体
系
』
で
は
、

だ
っ
た
が
、
こ
の
年
シ
ェ
リ
ン
グ
は
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
へ
去
っ
て
お
り
、
い
よ
い
よ
へ

I
ゲ
ル
が
名
実
と
も
独
自
の
道
を
歩
み
出
す
時

ポ
テ

γ
ツ

「
勢
位
の
展
開
」
と
い
っ
た
シ
ェ
リ
ン
グ
的
な
論
の
組
み
立
て
方
が
色
濃
く
残
っ
て
い

た
が
、
こ
の
時
期
に
は
そ
れ
も
薄
ま
っ
て
く
る
。
そ
し
て
内
容
的
に
も
よ
り
明
確
に
、
へ

l
ゲ
ル
ら
し
い
「
労
働
に
支
え
ら
れ
た
人
倫
」

の
論
が
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
そ
の
内
容
を
見
て
い
く
が
、
章
立
て
や
小
見
出
し
が
ほ
と
ん
ど
無
い
原
稿
な
の
で
、
段

落
番
号
〔
第
一

1
五
六
段
〕
で
指
摘
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
節

労
働
論
と
媒
介
概
念
と
し
て
の
「
中
項
」

こ
の

2
7
四
年
精
神
哲
学
』
で
へ

i
ゲ
ル
は
、
自
然
の
大
地
か
ら
精
神
(
単
一
性
と
無
限
性
)

の
概
念
で
あ
る
意
識
(
両
者
の
一

な
る
も
の
)
が
現
れ
る
姿
を
叙
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
〔
第
一

1
四
段
〕
。
そ
の
意
識
の
個
別
と
普
遍
と
の
統
一
、
意
識
す
る
も
の
と

さ
れ
る
も
の
と
の
合
一
と
し
て
、
「
民
族
精
神
」
に
言
及
す
る
〔
第
五

i
七
段
〕
。
こ
の
序
盤
の
叙
述
は
、

へ
i
ゲ
ル
が
自
然
の
哲
学
か

ら
精
神
の
哲
学
へ
と
議
論
を
移
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
議
論
の
移
行
は
、
彼
の
人
倫
思
想
の
弁
証
法
的
発
展
の

現
れ
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
意
識
を
自
然
に
対
す
る
否
定
的
関
係
と
見
立
て
〔
第
八
段
〕
、
自
然
の
境
位
と
し
て
の
大
地
と
空
気

に
、
道
具
と
言
語
と
い
う
実
在
の
媒
介
を
も
っ
て
意
識
が
安
定
す
る
〔
第
九

1
一
一
一
一
段
〕
と
い
う
論
の
運
び
に
読
み
取
れ
る
。
こ
こ
に



意
識
は
普
遍
的
実
在
を
獲
得
し
〔
第
一
四
段
〕
、
精
神
は
意
識
一
般
と
い
う
理
論
的
過
程
か
ら
実
践
的
過
程
へ
と
進
む
中
で
、
家
族
か

ら
民
族
へ
と
い
う
人
倫
的
姿
に
自
ら
の
真
実
態
を
現
し
て
い
く
〔
第
一
五

1
一
六
段
〕
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
間
の
へ

l
ゲ
ル
の
叙
述
は
、
次
の
よ
う
に
評
価
で
き
よ
う
。

へ
l
ゲ
ル
は
、
ま
ず
は
自
然
に
足
を
し
っ
か
り
お
ろ
し
た
と
こ
ろ
か
ら
人
倫
と
い
う
精
神
の
姿
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
お
り
、

悪
い
意
味
で
の
形
市
上
学
的
飛
躍
を
免
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

『
人
倫
の
体
系
』
執
筆
時
に
思
索
を
深
め
た
「
労
働
」
の
捉
え
方
に
依

イエナ期へーゲ、ルの人倫思想

る
所
が
大
き
い
。

こ
こ
で
へ

l
ゲ
ル
の
議
論
が
説
得
力
を
持
つ
の
は
、
「
媒
介
(
中
項
・
冨

50)」
を
明
確
に
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
依

「
中
項
と
し
て
の
意
識
の
、
先
の
最
初
の
固
定
さ
れ
た
実
在
は
、
意
識
の
存
在
と
し
て
み
れ
ば
、
言
語
・
道
具
・
財
産
で
あ
る
。

或
は
単
な
る
〈
一
た
る
こ
と
〉
と
し
て
み
れ
ば
、
記
憶
・
労
働
・
家
族
で
あ
る
」

る。

〔
第
一
三
段
〕
、
「
意
識
は
ま
ず
記
憶
お
よ
び
記
憶
の

産
物
で
あ
る
言
語
と
し
て
実
在
す
る
。
:
:
:
意
識
は
労
働
に
お
い
て
道
具
と
い
う
中
項
に
な
る
。
:
:
:
ま
た
意
識
は
家
族
に
お
い
て
個

別
性
の
全
体
性
と
な
っ
て
お
り
、
非
有
機
的
な
自
然
を
持
続
的
外
的
中
項
で
あ
る
家
財
に
ま
で
高
め
、
こ
こ
か
ら
自
ら
の
絶
対
な
実
在

で
あ
る
人
倫
へ
と
移
行
す
る
」
〔
第
一
五
段
〕

1
l
こ
れ
ら
の
奴
述
は
、
同
人
倫
の
体
系
』
で
芽
生
え
て
い
た
中
項
概
念
を
よ
り
鮮
明
に

し
た
も
の
と
言
え
る
。

へ
1
ゲ
ル
は
早
く
も
第
五
段
と
第
一
六
段
で
民
族
お
よ
び
民
族
精
神
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
高
次
の
真
実
態
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
の
説
明
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
後
半
の
叙
述
で
説
得
力
が
出
て
く
る
か
ど
う
か
、
注
目
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
中
項
」
論
の
詳
述
で
、
言
語
お
よ
び
名
辞
(
記
憶
)
の
あ
り
方
〔
第
一
七

1
二
九

『
一
で
四
年
精
神
哲
学
』
の
中
盤
の
叙
述
は
、
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段
〕
、
労
働
お
よ
び
道
具
の
あ
り
方
〔
第
一
一
一

0
1
一
二
三
段
〕
、
家
族
お
よ
び
子
供
の
あ
り
方
〔
第
三
四

1
三
六
段
〕
を
そ
れ
ぞ
れ
確
認
し
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て
い
る
。
特
に
私
は
、
一
言
語
と
労
働
が
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
両
者
を
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
次
の
よ
う

(
6〉

に
小
括
し
て
お
い
た
。

付

言
語
(
そ
の
実
践
と
し
て
の
言
表
)
は
、
労
働
の
媒
介
に
な
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
そ
れ
自
体
が
労
働
の
一
部
で
あ
る
。

一

ω
広
義
の
労
働
が
言
表
を
も
含
む
、
或
は
一
言
表
と
一
体
化
し
て
い
る
と
言
う
時
、
狭
義
の
労
働
は
、
人
間
の
自
然
に
対
す
る

「
行
為
と
し
て
の
対
象
化
」
で
あ
る
。
そ
の
際
、
対
の
範
障
に
置
か
れ
る
言
表
の
方
は
、

「
意
識
と
し
て
の
対
象
化
」
で
あ
る
。
こ
の

労
働
と
言
表
は
、

「
対
象
化
活
動
」
と
い
う
枠
で
ひ
と
く
く
り
に
で
き
る
。

一一ーー付

「
意
識
と
し
て
の
対
象
化
活
動
」
は
、
自
我
か
ら
自
然
へ
と
外
に
向
か
っ
て
は
「
名
辞
化
」
で
あ
る
。

一一ー

ω
「
意
識
と
し
て
の
対
象
化
活
動
」
は
、
自
然
か
ら
自
我
へ
と
内
に
向
か
っ
て
は
「
記
憶
」
で
あ
る
。

一
一
|
同

こ
の
対
面
車
線
的
過
程
は
、
外
在
物
の
対
象
化
の
み
な
ら
ず
、

「
自
己
対
象
化
」
に
ま
で
及
ぶ
。
意
識
と
は
、
反
省
的
に

は
自
己
意
識
に
他
な
ら
な
い
。

帥

以
上
の
全
過
程
は
、
人
間
精
神
の
「
労
働
」
と
し
て
、
言
わ
ば
「
行
為
と
し
て
の
対
象
化
活
動
で
あ
る
労
働
」
の
土
台
と

な
る
労
働
と
し
て
、
自
覚
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
節

労
働
の
場
と
し
て
の
人
倫
と
相
互
承
認

2
7
四
年
精
神
哲
学
』
終
盤
〔
第
三
七

i
五
六
段
〕

の
テ

1
7
は、

一
言
で
言
え
ば
、

「
労
働
の
普
遍
化
を
民
族
総
体
の
レ
ベ
ル

に
ま
で
止
揚
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
労
働
主
体
た
る
人
闘
が
他
者
を
同
じ
労
働
主
体
と
し
て
い
か
に
定
位

で
き
る
か
と
い
う
こ
と
、

い
わ
ゆ
る
「
相
互
承
認
」
の
問
題
で
あ
る
。

『
人
倫
の
体
系
』
で
も
分
業
や
所
有
権
、
契
約
と
い
っ
た
タ
l



ム
は
登
場
し
て
い
た
が
、
む
き
出
し
の
言
葉
と
し
て
投
げ
出
さ
れ
た
と
い
う
か
、
着
想
は
あ
っ
て
も
説
明
を
欠
い
て
お
り
、
単
な
る
概

念
提
示
に
留
ま
っ
て
い
た
。

へ
I
ゲ
ル
自
身
そ
の
未
熟
さ
を
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
今
回
は
承
認
〉
ロ

q
w
oロ
ロ
ロ
ロ
ぬ
と
い

う
考
え
方
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
私
な
り
に
言
い
換
え
れ
ば
、

「
自
然
の
中
の
人
間
」
が
「
人
聞
に
対
す
る
人
間
」
に
移
行
す

る
(
厳
密
に
言
う
と
、

「
自
然
の
中
」
と
い
う
契
機
も
内
に
昇
華
さ
せ
な
が
ら
「
人
聞
に
対
す
る
」
と
い
う
契
機
に
現
前
た
る
も
の
と

し
て
臨
む
)
際
に
、
そ
し
て
ま
た
、

「
人
聞
に
対
す
る
人
間
」
が
「
共
同
体
の
中
の
人
間
」
に
包
摂
さ
れ
な
が
ら
揚
棄
さ
れ
る
際
に
、

イエナ期へーゲルの人倫思想

相
互
承
認
が
橋
渡
し
を
す
る
わ
け
で
あ
る
。

相
互
承
認
が
直
接
論
じ
ら
れ
る
の
は
第
三
七
段
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
前
段
ま
で
で
は
、
自
然
の
中
の
人
聞
に
よ
る
「
家
族
」
と
い
う

最
初
の
人
倫
態
が
語
ら
れ
て
お
り
、
両
性
の
持
続
的
合
一
と
し
て
の
夫
婦
と
そ
の
意
識
を
一
体
性
と
し
て
止
揚
し
た
子
供
と
い
う
全
体

性
が
定
位
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
段
で
は
そ
れ
を
受
け
て
、
家
族
が
到
達
し
た
意
識
の
全
体
性
|
|
他
者
の
内
に
自
己
を
直
観
す
る
こ
と

ヵ:

各
個
人
の
レ
ベ
ル
で
他
者
の
個
別
性
を
揚
棄
し
た
「
相
互
承
認
一
般
」
と
し
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
承

認
の
現
実
的
現
れ
は
、
各
個
人
が
自
己
の
個
別
的
全
体
性
の
承
認
を
目
ざ
し
て
他
者
の
全
体
性
を
否
定
す
る
と
い
う
、
命
賭
け
の
承
認

を
め
ぐ
る
闘
争
で
あ
る
〔
第
三
七
段
〕
。
自
己
の
全
体
性
の
承
認
を
自
己
の
死
か
他
者
の
鼓
損
に
よ
っ
て
し
か
証
示
で
き
な
い
わ
け
だ

か
ら
〔
第
三
八
段
〕
、
承
認
を
目
ざ
す
行
為
は
そ
の
現
実
化
が
承
認
の
廃
棄
に
な
る
と
い
う
矛
盾
に
陥
る
〔
第
三
九
段
〕
。

こ
こ
の
叙
述
が
想
起
さ
せ
る
の
は
、

一八

O
六
年
の
『
精
神
現
象
学
』
の
「
自
己
意
識
」
の
章
に
あ
る
「
主
と
奴
」
と
い
う
節
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
ま
さ
に
、
承
認
が
意
識
の
原
理
で
あ
っ
て
、

「
自
己
意
識
と
自
己
意
識
と
の
対
立

!
l
相
互
承
認
の
概
念
の
展
開
|
|

意
識
の
経
験
と
し
て
の
承
認
を
求
め
る
生
死
を
賭
け
た
闘
い

l
l
主
奴
関
係
」
と
い
う
よ
う
に
、
承
認
の
相
互
性
の
矛
盾
と
主
奴
の
本

43 

質
非
木
質
の
弁
証
法
的
逆
転
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
『
コ
了
四
年
精
神
哲
学
』
の
叙
述
は
、

『
精
神
現
象
学
』
の
「
主
と
奴
」
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論
の
先
駆
け
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
単
に
両
者
の
類
似
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
あ
ま
り
意
味
は
な
い
。
前
者
が
「
自
然
哲
学
」

に
続
く
「
精
神
哲
学
」
の
要
説
と
し
て
、
民
族
人
倫
へ
の
普
遍
化
に
議
論
を
簡
潔
に
進
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者

は
「
意
識
の
経
験
」
と
い
う
手
法
で
の
知
の
階
梯
学
の
詳
述
で
あ
る
。
前
者
が
ほ
ん
の
数
回
に
渡
る
だ
け
の
講
義
の
原
稿
ノ
1
ト
に
す

ぎ
な
い
の
に
対
し
、
後
者
は
満
を
持
し
て
の
著
作
出
版
物
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

ヨ
一
・
四
年
精
神
哲
学
』
の
こ
の
叙
述
は
粗
雑
な

レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
し
、

「
主
と
奴
の
弁
証
法
」
の
よ
う
な
対
自
然
労
働
に
立
ち
返
っ
た
議
論
に
な
っ
て
い
な
い
と
い

う
不
満
は
残
る
。
た
だ
へ

I
ゲ
ル
と
し
て
は
、
労
働
に
立
脚
し
た
叙
述
展
開
で
あ
る
こ
と
は
そ
れ
ま
で
の
議
論
で
語
つ
で
あ
る
か
ら

「
要
説
ノ
I
ト
」
で
そ
こ
ま
で
言
及
し
直
す
必
要
は
な
い
、
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

一
八

O
三
年
時
点
で
一
八

O
六

年
の
思
索
的
深
ま
り
を
既
に
持
っ
て
い
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
と
い
う
発
想
は
、
労
働
生
産
物
の
所

有
問
題
が
念
頭
に
あ
っ
た
は
ず
で
、
や
は
り
対
自
然
労
働
を
概
念
化
で
き
て
い
て
こ
そ
生
ま
れ
た
も
の
と
、
高
く
評
価
し
て
よ
い
。

『
一
一
了
四
年
精
神
哲
学
』
の
叙
述
に
話
を
戻
そ
う
。
先
の
第
三
九
段
で
は
、
他
者
の
個
別
的
全
体
性
の
廃
棄
に
よ
っ
て
承
認
そ
の
も

の
が
廃
棄
さ
れ
る
と
い
う
、
承
認
の
矛
盾
が
現
れ
て
い
た
が
、
第
四

O
段
以
降
で
は
、
矛
盾
の
止
揚
を
「
民
族
精
神
」
に
求
め
、
労
働

も
「
民
族
国
家
」
の
レ
ベ
ル
で
普
遍
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

「
個
別
的
な
全
体
性
は
そ
れ
自
身
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
し
て
し
か

存
立
し
え
な
い
」
か
ら
「
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
己
を
定
立
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
み
承
認
さ
れ
る
」
す
な
わ
ち

「
個
別
的
な
全
体
性
は
自
己
を
止
揚
す
る
全
体
性
」
で
あ
り
「
止
揚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
承
認
さ
れ
て
、
普
遍
的
に
な
る
」
の
で

「
自
分
を
断
念
し
た
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
点
に
お
い
て
、
自
分
を
他
の
意
識
の
内
に
直
観
し
、
直
接
的
に
そ
れ
自
身
対
自
的
に

他
の
意
識
と
し
て
存
立
す
い
自
の
が
承
認
さ
れ
て
あ
る
こ
と
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

あ
る
。



第
三
節

民
族
精
神
と
「
言
語
」

l
l
普
遍
的
労
働
へ
の
裏
付
け

こ
の
よ
う
に
へ

i
ゲ
ル
は
、
承
認
を
〈
他
者
に
お
い
て
自
己
と
な
り
自
己
に
お
い
て
他
者
と
な
る
こ
と
〉
と
い
う
止
揚
さ
れ
た
状
態

に
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
体
を
民
族
に
求
め
る
。

「
絶
対
的
意
識
は
絶
対
的
実
体
で
あ
り
、

ひ
と
つ
の
民
族
精
神
で
あ
り
:
:
:

絶
対
的
人
倫
で
あ
る
。
:
:
:
民
族
の
成
員
と
し
て
の
個
別
者
は
人
倫
的
な
存
在
者
で
あ
る
。
そ
の
本
質
が
普
遍
的
人
倫
と
い
う
生
け
る

実
体
で
あ
る
。
:
:
:
生
け
る
多
様
性
を
も
っ
た
人
倫
の
存
在
と
は
、
民
族
の
習
俗
の
こ
と
な
の
で
あ
る
」
〔
第
四

O
段〕。

イエナ期へーゲルの人倫思想

へ
l
ゲ
ル
の
議
論
は
こ
こ
か
ら
一
気
に
「
民
族
へ
の
止
揚
」
へ
と
流
れ
込
む
。
民
族
精
神
を
「
万
人
の
共
同
の
作
品
」
と
呼
び
、
並
日

遍
的
精
神
は
民
族
の
一
人
と
し
て
自
己
を
直
観
す
る
こ
と
だ
と
言
う
〔
第
四
一
段
〕
。
そ
し
て
、
個
別
的
活
動
も
民
族
と
い
う
人
倫
的

作
品
に
お
い
て
止
揚
さ
れ
〔
第
四
二
段
〕
、
こ
の
人
倫
的
精
神
が
自
然
や
家
族
も
止
揚
し
て
い
く
と
説
く
〔
第
四
一
一
で
四
四
段
〕
。

こ
の
議
論
に
は
性
急
の
感
が
伴
う
。
も
ち
ろ
ん
、

へ
l
ゲ
ル
が
民
族
国
家
を
結
論
の
一
つ
と
し
て
い
る
哲
学
者
で
あ
る
こ
と
は
周
知

の
事
実
で
あ
る
し
、
こ
の
『
一
一
了
四
年
精
神
哲
学
』
の
第
五
段
、
第
一
六
段
で
も
民
族
に
真
実
態
を
見
出
そ
う
と
い
う
予
兆
は
あ
っ
た
。

し
か
し
労
働
と
そ
の
中
項
に
関
す
る
叙
述
の
奥
行
き
と
説
得
力
に
比
べ
る
と
、
何
故
い
き
な
り
民
族
な
の
か
、
そ
の
根
拠
を
問
い
た
だ

し
た
く
な
る
。

私
の
考
え
で
は
、
そ
の
容
の
鍵
は
「
言
語
」
に
あ
る
。
本
論
文
の
第
二
章
第
一
節
末
に
お
い
て
私
は
、

「
言
語
(
言
表
活
動
)
は
人

間
精
神
の
労
働
で
あ
り
、

『
行
為
と
し
て
の
対
象
化
活
動
』
で
あ
る
労
働
の
土
台
と
な
る
『
意
識
と
し
て
の
対
象
化
活
動
』
で
あ
る
」

へ
i
ゲ
ル
の
次
の
言
葉
は
こ
の
議
論
の
流
れ
で
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く

る
。
|
|
「
言
語
は
ひ
と
つ
の
民
族
の
言
語
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
」

1
l
実
際
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
抽
象
的
な
一
一
一
一
口
語
と
い
う
も
の

出
向
を
小
括
し
て
お
い
た
。
こ
の
理
解
が
有
効
で
あ
る
な
ら
、
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が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
存
在
す
る
の
は
或
る
国
語
や
地
域
語
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
意
識
と
し
て
の
対
象
化
活
動
」
は
、
国
民
な
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り
地
域
民
と
し
て
の
意
識
を
伴
う
こ
と
に
な
り
、
労
働
の
圏
域
を
規
定
す
る
も
の
と
な
る
。

「
言
語
は
普
遍
的
な
も
の
、
即
自
的
に
承

認
さ
れ
て
い
る
も
の
、
万
人
の
意
識
の
内
で
同
一
の
仕
方
で
響
く
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
民
族
の
内
で
の
み
、
記
憶
・
言
語
へ
の
生
成
を

観
念
的
な
も
の
に
す
る
も
の
が
、
止
揚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
、
普
遍
的
な
意
識
と
し
て
現
前
し
て
い
る
。
:
:
:
そ
こ
に
は
世

界
が
言
語
と
し
て
教
養
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
即
自
的
に
現
前
し
て
い
る
」
〔
第
四
五
段
〕
。

へ
l
ゲ
ル
は
こ
の
段
を
境
に
民
族
(
そ
し
て
国
民
お
よ
び
国
家
)

の
レ
ベ
ル
で
労
働
を
再
編
し
て
い
く
。
言
語
の
民
族
内
再
編
成
を

確
認
し
た
上
で
〔
第
四
六
段
〕
、
労
働
が
民
族
に
お
い
て
個
別
的
活
動
で
あ
り
な
が
ら
普
遍
的
規
則
の
反
映
と
し
て
の
個
別
者
技
能
と

な
る
こ
と
を
語
る
〔
第
四
七

1
四
九
段
〕
。
ま
さ
に
自
己
が
他
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
に
還
帰
す
る
と
い
う
へ

1
ゲ
ル
弁
証
法
が

ミ

ヲ

テ

そ
こ
に
は
あ
る
。
こ
の
後
へ
l
ゲ
ル
は
、
労
働
の
中
項
で
あ
る
道
具
も
普
遍
的
財
産
と
な
り
機
械
化
す
る
こ
と
〔
第
五

0
1五
一
段
〕
、

こ
こ
に
労
働
が
万
人
の
相
互
依
存
関
係
(
分
業
)
と
し
て
民
族
(
国
民
〉
全
体
の
労
働
と
な
る
こ
と
〔
第
五
二
段
〕
を
見
て
、
最
後
に
、

労
働
の
抽
象
態
の
実
現
と
し
て
の
貨
幣
の
可
能
性
〔
第
五
三
段
〕
、
相
互
依
存
体
系
の
制
御
の
必
要
性
〔
第
五
四
段
〕
、
個
別
的
「
占
有
」

が
普
遍
的
な
も
の
と
承
認
さ
れ
た
「
所
有
」
と
な
っ
た
上
で
民
族
内
に
個
別
化
さ
れ
「
人
格
」
や
「
物
件
」
が
現
象
す
る
こ
と
〔
第
五

五
1
五
六
段
〕
を
確
認
し
て
締
め
く
く
る
。

こ
の
一
連
の
叙
述
は
、
大
筋
の
み
を
示
し
た
き
め
の
粗
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
講
義
草
稿
と
い
う
性
格
上
や
む
を
え
な
い

面
も
あ
る
が
、

「
労
働
を
哲
学
す
る
」
以
上
は
や
は
り
も
っ
と
轍
密
に
論
じ
て
ほ
し
か
っ
た
と
い
う
不
満
は
残
る
。
そ
れ
で
も
、
国
民

言
語
を
裏
付
け
と
し
て
読
み
込
め
ば
こ
の
労
働
論
は
肯
定
的
に
理
解
で
き
る
し
、
分
業
と
い
う
相
互
依
存
体
系
に
労
働
の
機
械
へ
の
従

属
と
疎
外
の
危
険
性
を
感
じ
取
り
そ
の
制
御
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
先
見
の
明
を
高
く
評
価
し
て
よ
か
ろ
う
。



結

E否

へ
l
ゲ
ル
哲
学
は
「
人
倫
の
思
想
」
と
称
せ
ら
れ
、
そ
の
人
倫
の
最
高
次
の
も
の
は
「
民
族
国
家
」
と
い
う
共
同
体
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
よ
っ
て
へ

1
ゲ
ル
研
究
は
、
法
制
度
や
国
家
の
統
治
体
制
と
い
っ
た
形
式
の
側
面
か
ら
追
究
さ
れ
る
と
と
が
、
従
来
は
多
か
っ
た
。

へ
i
ゲ
ル
自
身
も
、
当
時
の
ド
イ
ツ
を
い
か
に
国
家
た
ら
し
め
る
か
と
い
う
時
代
の
関
心
か
ら
、
そ
ち
ら
の
側
面
に
焦
点
を
移
し
て
い

イエナ期へーゲソレの人倫思想

っ
た
面
は
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
形
式
を
成
り
立
た
せ
る
内
実
を
、

へ
I
ゲ
ル
は
早
く
か
ら
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
光
を

当
て
よ
う
と
し
て
、
私
は
現
在
、

「
イ
エ
ナ
期
人
倫
論
に
労
働
の
哲
学
を
見
出
す
」
と
い
う
試
み
に
取
り
組
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。

本
論
文
は
そ
の
目
的
の
一
端
を
果
た
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

へ
1
ゲ
ル
は
「
労
働
」
を
人
間
的
営
為
の
中
心
に
据
え
、
労
働
に
よ
っ
て
拓
か
れ
る
場
を
「
人
倫
」
と
規
定
し
た
。
そ
れ
は
第
一
に

は
、
自
然
へ
の
労
働
で
自
己
を
成
り
立
た
せ
る
自
然
の
中
の
人
倫
態
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
労
働
に
参
与
し
分
配
に
あ
ず
か
る
他
者
を

意
識
し
た
対
人
間
と
し
て
の
人
倫
態
で
あ
り
、
第
三
に
は
、
他
者
の
内
に
自
己
を
見
出
し
た
労
働
の
共
同
体
と
し
て
の
人
倫
態
で
あ
る
。

労
働
こ
そ
が
人
倫
の
展
開
を
推
し
進
め
る
わ
け
だ
が
、
労
働
は
「
行
為
と
し
て
の
対
象
化
活
動
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
意
識
と
し
て
の

対
象
化
活
動
」
で
あ
る
「
一
言
語
」

(
言
表
・
名
辞
化
・
記
憶
)
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
言
語
は
国
民
言
語
と
し
て
は
じ
め

て
実
在
を
持
つ
の
だ
か
ら
、
意
識
は
国
民
レ
ベ
ル
で
普
遍
化
し
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
る
労
働
も
国
民
全
体
の
相
互
依
存
労
働
と
し
て
再

編
成
さ
れ
る
。

こ
の
間
の
へ

I
ゲ
ル
の
論
旨
を
私
な
り
に
ま
と
め
れ
ば
以
上
の
よ
う
に
な
る
。

へ
l
ゲ
ル
の
議
論
自
体
が
ま
だ
粗
さ
を
残
し
て
い
る
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し
、
民
族
・
国
民
・
国
家
と
い
っ
た
概
念
規
定
も
不
十
分
で
あ
る
。
イ
エ
ナ
期
後
半
の
『
一
八

O
五
・
六
年
精
神
哲
学
』
や
『
精
神
現
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象
学
』
、
そ
し
て
後
期
の
『
法
哲
学
』
と
の
方
法
的
差
異
や
問
題
焦
点
の
移
行
も
検
討
し
て
い
く
中
で
、
追
究
し
き
れ
て
い
な
い
点
は
改

と
は
い
え
、

め
て
論
を
立
て
た
い
と
思
う
。

へ
l
ゲ
ル
が
こ
の
時
期
に
経
済
学
的
視
点
も
持
っ
て
人
倫
思
想
を
芽
生
え
さ
せ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
中
で
「
労
働
」
を

哲
学
的
概
念
に
鍛
え
上
げ
て
い
た
こ
と
は
、
評
価
に
値
す
る
。

へ
l
ゲ
ル
に
は
「
精
神
の
現
象
学
」
と
相
並
ん
で
「
経
済
の
現
象
学
」

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
私
の
現
在
の
認
識
で
あ
る
。
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