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ケ
ア
す
る
欲
求
、

こ
の
文
章
は
、
「
ひ
と
は
何
を
欲
求
す
る
か
」
と
題
す
る
講
義
(
-
九

九
九
年
度
前
期
）
で
私
が
取
り
扱
っ
た
素
材
の
一
部
を
整
理
し
直
し
、
そ

の
上
で
関
連
す
る
考
察
を
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
講
義
は
、
大

阪
大
学
で
の
臨
床
哲
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
展
開
を
意
識
し
て
、
看
護
に

お
け
る
ニ
ー
ド
論
と
ど
こ
か
で
か
み
あ
え
ば
と
期
待
し
な
が
ら
行
っ
た

が
、
現
況
で
は
有
力
な
接
点
は
見
出
せ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
の
文
章
は
、
臨
床
哲
学
の
自
己
模
索
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の

―
つ
と
し
て
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
全
体
と
し
て
一
貰
し
た
構
想
に

支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
「
ケ
ア
と
は
何
か
」
と
い
う
臨
床
哲

学
の
主
要
問
題
の
―
つ
に
向
け
て
、
不
揃
い
な
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を

試
み
た
も
の
で
あ
る
。
「
哲
学
・
倫
理
学
の
専
門
家
で
は
な
い
読
者
に
も

わ
か
り
や
す
く
」
を
念
頭
に
お
き
、
『
メ
タ
フ
ュ
シ
カ
』
と
い
う
本
誌
の

名
称
を
裏
切
る
「
軽
い
」
性
格
の
文
章
を
あ
え
て
志
し
た
こ
と
自
体
は
、

誤
っ
て
い
な
い
と
思
う
。
哲
学
・
倫
理
学
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー

（
対
外
説
明
義
務
）
の
自
覚
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
で
も
表
明
さ
れ
て
い

い
し
、
た
ま
に
は
表
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
、

哲
学
・
倫
理
学
者
に
は
理
論
的
な
浅
さ
を
、
そ
の
他
の
読
者
に
は
具
体
性

か
ら
の
逃
避
を
感
じ
さ
せ
る
、
中
途
半
端
な
出
来
に
な
っ
た
こ
と
を
恐
れ

る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
具
体
性
・
現
場
性
へ
の
接
近
は
、
理
論
（
こ
と

ば
）
が
必
ず
抽
象
化
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
の
意
識
に
し
つ
か
り
と
裏

打
ち
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
場
と
現
場
性

ケ
ア
の
本
質
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
前
期
の
主
著

『
存
在
と
時
間
』
(
-
九
二
七
年
）
で
、
と
り
わ
け
そ
の
第
四
一
節
で
展
開

し
た
「
気
遣
い
」

(
S
o
r
g
e
)

の
思
想
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
哲
学
の
テ
ク
ス
ト
が
医
療
・
看
護
ケ
ア
の
理
解
を
深
め
る
の
に
役
立

つ
な
ら
、
た
い
へ
ん
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
際
に
、
現
実

に
行
わ
れ
て
い
る
ケ
ア
の
あ
り
方
と
そ
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
、
一
段
深
い

欲
求
す
る
ケ
ア
臨
床
哲
学
の
た
め
に

中

岡

成

文
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次
元
に
ま
で
引
き
戻
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
が
肝
心

で
あ
ろ
う
。
今
の
場
合
で
い
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
気
遣
い
」
は
存
在

論
的
用
語
で
あ
り
、
人
間
存
在
を
よ
り
深
い
層
か
ら
浮
き
彫
り
に
す
る
た

め
の
道
具
で
あ
る
。
人
間
の
日
常
生
活
と
そ
の
欲
求
（
ニ
ー
ド
）
と
い
う

も
の
を
自
明
の
前
提
に
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
点
で
、
現
実
に
行
わ
れ
て

い
る
ケ
ア
、
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
一
般
の
ケ
ア
論
と
の
間
に
は
落
差
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
落
差
を
縮
め
る
努
力
に
は
二
つ
の
方
向
が
あ
る
。
一
方
で
、
現
場

の
ケ
ア
に
携
わ
っ
て
い
る
人
々
が
、
哲
学
の
テ
ク
ス
ト
の
与
え
る
理
論
的

イ
ン
パ
ク
ト
（
「
こ
と
ば
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
）
を
十
全
に
受
け
と

め
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
建
設
的
な
試
み
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
哲

学
を
や
っ
た
か
ら
、
ケ
ア
の
質
が
直
ち
に
向
上
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

さ
て
、
落
差
を
縮
め
る
も
う
―
つ
の
方
向
と
は
、
ほ
か
で
も
な
い
、
哲

学
が
現
場
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
セ
ン
ス
と
努
力
を
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
る
。

九
八
年
度
の
臨
床
哲
学
の
授
業
で
は
、
「
現
場
と
現
場
性
」
と
い
う
テ
ー

マ
が
―
つ
の
焦
点
に
な
っ
た
し
、
哲
学
・
倫
理
学
の
研
究
者
た
ち
か
ら
臨

床
哲
学
の
構
想
に
対
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
る
異
論
に
も
現
場
を
め
ぐ
る
も

の
が
多
い
の
で
、
小
論
の
テ
ー
マ
を
多
少
逸
れ
る
こ
と
を
覚
悟
で
こ
れ
に

触
れ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

哲
学
を
や
っ
て
い
る
個
々
の
人
物
が
、
個
人
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現

場
を
も
っ
て
い
る
、
な
い
し
は
も
ち
う
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
大

阪
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日
本
倫
理
学
会
の
大
会
（
九
九
年
一

0
月
）
で
見

ら
れ
た
よ
う
に
、
自
分
の
家
庭
が
、
あ
る
い
は
教
授
会
が
、
自
分
の
い
ち

ば
ん
の
現
場
だ
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
る
の
は
、
間
違
い
で
は
な
い
。
看

護
や
教
育
と
い
っ
た
特
定
の
現
場
だ
け
が
現
場
で
は
な
い
し
、
「
ど
こ
か

そ
う
い
っ
た
現
場
に
駆
け
つ
け
な
け
れ
ば
」
と
い
っ
た
高
ぶ
っ
た
現
場
観

よ
り
も
、
し
っ
か
り
と
足
元
の
事
態
に
対
処
す
る
方
が
賢
明
だ
と
い
う
指

摘
に
は
、
一
理
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
場
は
直
接
的
に
私
の
足
元
に

こ
ろ
が
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
が
現
場
と
な
り
う
る
（
〈
私

の
現
場
〉
と
し
て
発
見
さ
れ
う
る
）
と
し
て
も
、
す
べ
て
が
そ
の
ま
ま
で

現
場
な
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
ケ
ア
の
専
門
職
と
し
て

社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る
看
護
・
介
護
に
も
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
か
り
に
、
ル
ー
テ
ィ
ン
が
無
気
力
に
消
化
さ
れ
る
だ
け
の
職

場
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
日
々
真
の
現
場
に
な
り
え
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

、。
っヽカ現

場
の
人
々
に
も
個
人
差
が
あ
り
、
現
場
経
験
に
根
差
し
た
こ
と
ば
も

さ
ま
ざ
ま
な
抽
象
化
の
レ
ベ
ル
や
質
の
間
を
揺
れ
動
い
て
い
る
。
彼
ら
は

自
分
の
現
場
に
つ
い
て
判
断
・
評
価
し
、
そ
れ
に
関
し
て
推
論
す
る
。
経

験
に
根
差
し
つ
つ
も
、
粗
雑
な
言
語
化
の
過
程
で
ね
じ
ま
げ
ら
れ
、
「
勘

違
い
」
に
変
質
す
る
こ
と
ば
だ
っ
て
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
不
幸
に
も
慣

習
的
に
定
着
し
て
し
ま
え
ば
、
現
場
の
内
外
の
誰
か
が
と
き
ど
き
お
か
し

い
な
と
思
っ
て
も
、
こ
れ
こ
そ
が
「
現
場
」
そ
の
も
の
だ
と
し
て
通
用
し
、

部
外
者
を
無
条
件
で
降
参
さ
せ
る
。
「
現
場
」
の
特
殊
な
事
情
に
通
じ
て

は
い
て
も
、
現
場
に
言
語
的
に
ア
ク
セ
ス
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

142 



現
場
の
人
々
も
同
じ
は
ず
で
あ
る
。
現
場
は
言
語
に
媒
介
さ
れ
て
「
現
場

性
」
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
現
場
（
専
門
家
）
の
こ

と
に
素
人
は
口
を
出
せ
な
い
と
い
う
閉
鎖
主
義
に
は
理
由
が
な
い
。
現
場

の
人
々
が
自
ら
を
説
明
す
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
と
、
部
外
者
が
あ

え
て
現
場
に
臨
む
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
—
ー
よ
臼
か
ら
外
へ
、
外
か
ら
内
へ
、

そ
の
双
方
向
の
勇
気
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
と
プ
ロ
野
球
の
投
手
で
広
島
や
巨
人
な
ど
で
活
躍
し
た
川
口
和
久

が
、
『
投
球
論
』
（
講
談
社
現
代
新
書
）
を
著
し
、
赤
瀬
川
原
平
の
書
評
は

そ
れ
を
〈
現
場
〉
論
と
し
て
捉
え
て
い
る
（
朝
日
新
聞
九
九
年
一

0
月
二

四
日
付
け
）
。
赤
瀬
川
は
、
「
い
く
ら
専
門
家
で
も
、
つ
か
ん
だ
も
の
が
芯

に
至
ら
な
け
れ
ば
、
た
だ
の
専
門
家
の
話
に
終
わ
る
」
と
厳
し
く
指
摘
し

て
い
る
。
そ
の
点
、
川
口
の
こ
の
本
は
、
マ
ウ
ン
ド
を
踏
ん
だ
人
の
機
微

が
「
野
球
の
現
場
か
ら
読
者
の
現
場
に
、
つ
ま
り
芯
か
ら
芯
に
伝
わ
っ
て
」

く
る
と
い
う
の
だ
。
こ
の
書
評
は
、
現
場
が
言
語
化
さ
れ
、
媒
介
さ
れ
る

こ
と
の
必
要
性
を
教
え
て
い
る
と
思
う
。
現
場
は
対
外
的
に
も
、
ま
た
対

内
的
に
も
開
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
現
場
の
表
面
的

に
わ
か
り
や
す
い
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
芯
」
、
す
な
わ
ち
コ

ア
の
部
分
が
言
語
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
現
場
の
コ
ア
を

横
（
外
部
の
人
）
に
も
、
縦
（
後
輩
や
次
世
代
）
に
も
開
き
示
し
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
他
の
現
場
の
、
同
じ
く
言
語
化
さ
れ
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
さ
れ
て
く
る
コ
ア
を
し
つ
か
り
と
受
け
と
め
、
そ
れ
を

自
ら
の
現
場
の
言
語
化
に
生
か
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
各
現
場
間
の
相

互
作
用
に
よ
っ
て
豊
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
現
場
も
枯
渇
し
、

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
、
独
善
的
に
さ
え
な
る
危
険
を
は
ら
む
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
各
現
場
の
コ
ア
は
、
そ
れ
が
コ
ア
で

あ
る
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
普
遍
性
を
も
ち
、
他
の
現
場
、
他
の
人
か
ら
も

理
解
可
能
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
現
場
の
コ
ア
は
決
し
て
固
い
殻
を
か

ぶ
っ
て
お
ら
ず
、
外
部
と
の
連
続
性
・
浸
透
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
と

も
あ
れ
、
コ
ア
相
互
間
の
交
通
に
対
し
て
自
ら
の
心
を
開
き
、
そ
れ
に
進

ん
で
乗
っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

あ
る
歴
史
的
な
出
来
事
の
当
事
者
た
ち
の
姿
や
発
言
が
広
範
で
深
刻
な

社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
・
訴
求
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
あ
る
。
か
つ
て
は
広

島
•
長
崎
の
被
爆
者
た
ち
、
水
俣
の
患
者
た
ち
な
ど
が
そ
う
だ
っ
た
し
、

最
近
で
は
た
と
え
ば
従
軍
慰
安
婦
に
つ
い
て
の
ア
ピ
ー
ル
が
そ
の
よ
う
な

力
を
も
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
私
が
問
う
て
よ
け
れ
ば
、
こ
の
と
き
現

場
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ら
い
経
験
を
し
た
当
事
者
た
ち
に
と
っ

て
、
そ
の
現
場
は
何
よ
り
も
そ
の
経
験
の
時
点
・
時
期
に
遡
る
で
あ
ろ
う

し
、
つ
い
で
そ
の
記
憶
に
悩
ま
さ
れ
つ
つ
行
動
し
て
い
る
現
在
の
自
分
も

現
場
に
位
置
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
当
事
者
に
と
っ
て
、

現
場
は
自
分
の
内
に
あ
る
」
こ
う
い
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
不
登
校
を
体
験
し
た
栗
田
隆
子
さ
ん
は
、
大
学
院
生
に
な
っ
た
い

ま
、
か
つ
て
の
不
登
校
の
時
期
を
振
り
返
っ
て
い
る
自
分
は
も
は
や
当
事

者
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
も
ち
ろ

ん
変
わ
ら
ず
、
不
登
校
と
い
う
テ
ー
マ
ヘ
の
関
心
は
色
あ
せ
な
く
て
も
、

143 



時
間
の
経
過
が
本
人
を
「
当
事
者
」
で
は
な
く
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

当
事
者
自
身
の
う
ち
に
さ
え
こ
の
よ
う
な
距
離
感
が
芽
生
え
る
も
の
な

ら
、
そ
の
歴
史
的
事
件
、
た
と
え
ば
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る

（
し
か
し
自
分
自
身
に
は
そ
の
経
験
は
な
い
）
人
々
は
、
自
分
が
関
わ
る

現
場
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
距
離
を
取
り
う
る
の
か
。
自
分
の
傍
観
者

性
を
消
す
た
め
に
、
「
こ
れ
が
自
分
の
現
場
だ
」
と
他
人
に
も
自
分
に
も

主
張
し
、
現
場
へ
の
距
離
を
ひ
た
す
ら
縮
め
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
当
事

者
へ
の
も
た
れ
か
か
り
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

、。カ
こ
う
言
っ
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
特
定
の
現
場
の
も
つ
イ
ン
パ
ク

ト
・
訴
求
力
は
直
接
的
で
あ
っ
て
、
直
接
的
で
な
い
。
た
と
え
ば
、
従
軍

慰
安
婦
問
題
は
、
あ
る
歴
史
的
枠
組
み
（
た
と
え
ば
戦
後
の
日
本
人
）
の

う
ち
に
あ
っ
て
こ
そ
そ
れ
が
訴
求
力
を
持
つ
し
、
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
い

う
点
で
は
、
決
し
て
直
接
的
で
は
な
い
。
そ
の
限
り
で
は
、
す
べ
て
の
人

間
が
文
旬
な
く
こ
の
問
題
に
関
心
を
持
つ
べ
き
だ
し
、
共
に
行
動
す
べ
き

だ
と
ア
ピ
ー
ル
す
る
根
拠
は
、
な
い
。
け
れ
ど
も
他
方
で
は
、
従
軍
慰
安

婦
問
題
が
持
つ
人
間
性
に
関
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
に
気
づ
か
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
自
体
あ
る
〈
拒
絶
〉
を
意
味
し
て
お
り
、
歴
史
的
・
社
会
的

存
在
と
し
て
不
可
欠
の
想
像
力
に
積
極
的
に
か
ん
ぬ
き
を
か
け
る
こ
と
と

も
い
え
る
。
慰
安
婦
問
題
を
知
ら
さ
れ
て
、
「
そ
れ
は
大
変
な
問
題
だ
し
、

い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
た
い
が
、
当
面
は
そ
れ
に
集
中
で
き
ま
せ
ん
」
と
答

え
る
こ
と
は
（
そ
れ
が
た
ん
な
る
時
間
稼
ぎ
で
な
い
か
ぎ
り
）
許
さ
れ
る

が
、
「
私
は
関
心
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
り
、
自
分
が
以
前
か
ら
持

っ
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
従
っ
て
一
定
の
結
論
を
急
ぐ
こ
と
は
、
同
時

代
人
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
お
よ
そ
「
ひ
と
」
と
し
て
の
モ
ラ
ル
を
冒
し

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
の
イ
ン
パ

ク
ト
は
、
人
間
で
あ
れ
ば
誰
で
あ
れ
見
逃
し
が
た
い
、
見
逃
し
て
は
な
ら

な
い
、
直
接
的
な
訴
求
力
を
も
つ
と
い
え
る
。

現
場
王
義
と
は
、
外
か
ら
判
断
基
準
を
導
入
す
る
の
で
は
な
く
、
現
場

に
ま
つ
わ
る
特
殊
性
に
敏
感
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
定
の
歴

史
的
文
脈
に
お
い
て
成
立
し
た
そ
の
特
殊
性
を
、
「
現
場
の
人
が
満
足
し

て
い
る
の
だ
か
ら
」
、
「
口
を
は
さ
め
ば
現
場
が
迷
惑
す
る
」
な
ど
と
い
っ

て
そ
の
ま
ま
認
め
る
こ
と
は
、
問
題
で
あ
ろ
う
。
明
ら
か
に
悪
い
と
思
わ

れ
る
慣
行
、
他
の
現
場
と
あ
ま
り
に
ず
れ
る
基
本
認
識
な
ど
は
、
そ
れ
と

指
摘
し
、
注
意
を
喚
起
し
な
け
れ
ば
、
当
の
現
場
自
身
が
成
長
で
き
ず
、

社
会
の
変
化
に
つ
い
て
い
け
な
い
結
果
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

私
の
印
象
が
正
し
け
れ
ば
、
日
本
の
看
護
界
で
は
、
ケ
ア
す
る
自
分
た
ち

の
安
全
（
自
分
の
足
場
を
崩
す
よ
う
な
批
判
を
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
）

に
対
し
て
細
心
の
、
過
敏
と
さ
え
い
え
る
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
な
ど
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
イ
ア
ス
の
視
点
か
ら
捉
え
る
べ
き
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
「
安
全
」
へ
の
関
心
は
、
偶
発
的
要
因
を
含
む
事
態
に

対
処
す
る
主
体
的
な
行
為
者
だ
か
ら
こ
そ
生
じ
る
|
ー
＇
だ
か
ら
伝
統
的
な

哲
学
・
倫
理
学
の
研
究
者
に
は
な
か
な
か
ピ
ン
と
こ
な
い
ー
|
ふ
“
‘
看
護

主
体
の
安
全
を
脅
か
す
要
因
に
対
す
る
冷
静
で
多
面
的
な
分
析
が
ま
だ
十
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分
で
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
（
日
本
だ
け
で
は

な
い
が
）
看
護
ケ
ア
が
、
当
然
の
よ
う
に
圧
倒
的
に
女
性
の
労
働
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
、
男
性
中
心
社
会
に
お
け
る
周
囲
か
ら
の
圧
力
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
そ
れ
を
受
け
て
看
護
チ
ー
ム
自
身
が
内
部
で
権
力
的
状
況

を
再
生
産
し
、
人
間
関
係
の
ゆ
が
み
を
生
み
出
し
や
す
い
こ
と
に
気
づ
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
看
護
現
場
内
外
の
構
造
を
変

え
、
看
護
婦
が
互
い
に
批
判
を
提
起
で
き
、
ま
た
そ
の
批
判
に
正
面
か
ら

答
え
る
（
反
論
す
る
）
よ
う
な
余
裕
の
あ
る
状
況
を
作
る
こ
と
こ
そ
が
、

看
護
婦
に
と
っ
て
の
真
の
安
全
を
実
現
す
る
道
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
悪
し
き
現
場
主
義
に
陥
ら
な
い
と
い

う
の
は
、
「
大
学
教
育
の
現
場
」
に
も
当
然
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
戒
め
で
あ
る
。

現
場
の
特
殊
性
に
目
を
向
け
る
あ
ま
り
、
現
場
に
浸
透
し
て
い
る
普
遍

性
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
普
遍
性
に
は
二
種
類
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
―
つ
は
必
ず
し
も
言
語
に
よ
っ
て
は
表
現
さ
れ
な
い

も
の
で
、
対
人
ケ
ア
に
お
け
る
心
の
遣
い
方
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
相
手

が
障
害
者
で
あ
る
か
、
病
気
の
患
者
で
あ
る
か
、
高
齢
者
で
あ
る
か
に
応

じ
て
、
接
し
方
の
細
部
は
変
わ
っ
て
も
、
対
人
関
係
の
基
本
は
共
通
す
る

だ
ろ
う
。
も
う
―
つ
は
、
本
質
的
に
言
語
化
さ
れ
て
意
識
さ
れ
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
ト
さ
れ
る
普
遍
性
で
あ
る
。
共
感
・
思
い
や
り
・
正
義
な
ど
の
理

念
が
そ
れ
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
二
重
の
普
遍
性
に
貰
か

れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
あ
る
現
場
は
少
な
く
と
も
一
定
程
度
他
か
ら
も
ア

ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
。
現
場
で
の
直
接
経
験
が
な
く
て
も
、
聞
い
た
こ
と
、

瞥
見
し
た
こ
と
か
ら
で
も
、
あ
る
程
度
は
そ
の
現
場
の
こ
と
が
わ
か
る
し
、

評
価
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

経
験
と
こ
と
ば
（
理
論
）

i萩
t

性
の
神
話
に
陥
ら
な
い

た
め
に

私
た
ち
は
必
ず
し
も
自
分
に
納
得
の
い
く
こ
と
ば
を
使
っ
て
語
っ
て
い

る
と
は
限
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
」
で
い
う
よ
う
に
、

現
存
在
（
人
間
）
の
自
己
は
「
奪
取
」
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で

あ
る
。
そ
の
陥
穿
は
、
こ
と
ば
の
専
門
家
で
あ
る
は
ず
の
哲
学
者
に
と
っ

て
も
他
人
事
で
は
な
い
。
自
分
の
、
も
し
く
は
自
分
た
ち
の
こ
と
ば
に
溺

れ
込
み
、
そ
れ
を
公
共
的
に
通
用
し
な
い
〈
隠
語
〉
と
し
な
い
た
め
に
も
、

こ
の
注
意
は
肝
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
ば
の
非
本
来
性
の
指
摘

は
、
別
に
メ
タ
次
元
か
ら
（
た
と
え
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
存
在
論
的
次

元
か
ら
）
な
さ
れ
る
特
権
性
の
主
張
で
は
な
く
、
い
わ
ば
可
謬
的
な
優
先

性
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
と
ば
（
理
論
）
を
発
す
る
と
き

に
は
つ
ね
に
非
本
来
性
の
可
能
性
に
気
を
つ
け
た
い
と
い
う
意
味
で
は
、

そ
の
指
摘
は
と
り
あ
え
ず
優
先
性
を
主
張
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
経
験
的
な
や
り
と
り
の
中
で
生
か
さ
れ
、

そ
こ
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
発
見
か
ら
出
発
点
と
な
っ
た
非
本
来
性
の
認
識
に

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
べ
き
だ
と
い
う
意
味
で
は
、
可
謬
的
に
と
ど
ま
る
の
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さ
て
、
哲
学
・
倫
理
学
が
経
験
や
実
践
に
対
し
て
開
か
れ
た
こ
と
ば
、

現
場
と
交
流
で
き
る
こ
と
ば
を
語
ろ
う
と
努
め
る
と
き
、
こ
と
ば
に
は
二

つ
の
位
相
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
―
つ
は
哲
学
・
倫
理
学
が
育
ん
で

き
た
こ
と
ば
、
も
う
―
つ
は
現
場
か
ら
生
い
立
っ
て
き
た
こ
と
ば
で
あ

〇
哲
学
・
倫
理
学
の
こ
と
ば

た
と
え
ば
、
正
義
・
人
権
•
徳
・
人
格
な
ど
の
こ
と
ば
は
、
哲
学
・
倫

理
学
が
隣
接
諸
学
と
と
も
に
専
門
用
語
と
し
て
発
展
さ
せ
て
き
た
も
の
だ

が
、
人
類
の
深
刻
な
経
験
に
則
し
て
、
基
本
的
に
は
す
べ
て
の
人
・
す
べ

て
の
領
域
・
す
べ
て
の
現
場
に
共
有
可
能
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
そ
の
用
語
を
理
解
し
、
論
争
の
対
象
と
し
て
き
た
学
問
的
伝

統
の
す
べ
て
が
正
当
化
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
別
問
題
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
哲
学
・
倫
理
学
が
総
体
と
し
て
有
益
な
の
で
は
な
く
、
当
該
の
〈
現

場
〉
に
理
解
を
も
ち
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
の
努
力
を
払
う
一
定
の
哲

学
・
倫
理
学
的
思
考
が
そ
の
〈
現
場
〉
に
と
っ
て
有
意
味
•
有
益
で
あ

る。
と
り
わ
け
応
用
倫
理
学
と
対
質
す
る
さ
い
に
、
臨
床
哲
学
と
し
て
主
張

す
べ
き
点
は
、
出
発
点
と
な
る
原
則
が
（
狭
い
意
味
で
の
）
ア
プ
リ
オ
リ

と
し
て
メ
タ
次
元
に
特
権
的
な
座
を
占
め
る
の
で
は
な
く
、
経
験
か
ら
学

ん
で
初
発
の
原
則
を
逆
に
変
え
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

る。 で
あ
る
。

の
よ
う
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
許
す
柔
軟
な
哲
学
理
論
と
し
て
、
現
在
ま

で
の
と
こ
ろ
、
現
象
学
や
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
〈
現
場
〉
（
と
く
に
看

護
学
の
）
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
、
共
同
研
究
の
相
手
と
認
め
ら
れ
て
い
る

の
は
、
う
な
ず
け
る
。

応
用
倫
理
学
的
発
想
の
限
界
が
見
え
る
の
は
、
た
と
え
ば
看
護
倫
理
教

育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
義
務
論
的
ま
た
は
功
利
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に

お
い
て
で
あ
る
。
管
見
に
触
れ
た
か
ぎ
り
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば
ミ
ネ
ソ

タ
大
学
看
護
学
部
の
新
し
い
看
護
倫
理
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

(
M
C
S
L
 

B
ミ
ui啜
D
為
亙
豆
g
0
Strong Ethics Curriczdum in Nursing Us
為
"
2nd 

ed., 
ed.by Laura Duckett et al., 
University of Minnesota School of 

N
目

sing,
Minneapolis)
は
、
よ
く
練
ら
れ
た
、
意
欲
的
な
試
み
で
あ
る
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
す
べ
て
の
レ
ベ
ル
に
わ
た
っ
て
、
看
護
コ
ー
ス
に
倫
理

の
単
位
が
整
合
的
構
造
を
も
っ
て
組
み
込
ま
れ
た
垂
直
的
コ
ー
ス
ー

れ
を
M
呈
i,Course Sequen巨
汀
目
目
g
(
1
1
M
9L
)
と
呼
ぶ
|
|
で
あ
り
、

看
護
実
習
の
各
ス
テ
ッ
プ
と
、
そ
の
中
で
学
生
が
出
会
う
は
ず
の
倫
理
的

問
題
と
が
有
機
的
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
看

護
学
部
の
臨
床
・
非
臨
床
ス
タ
ッ
フ
が
よ
く
相
談
を
重
ね
て
こ
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
企
画
・
実
施
•
修
正
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
外
部
に
も
こ
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
積
極
的
に
示
し
て
評
価
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
周
到

で
コ
ミ
ュ
ニ
カ
テ
ィ
ヴ
な
点
は
大
い
に
見
習
う
べ
き
で
あ
る
が
、
反
面
、

事
例
の
提
示
が
紋
切
り
型
の
域
を
出
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の

は
残
念
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
看
護
婦
が
学
ぶ
べ
き
正
義
と
か
人
権
と
か
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い
う
項
目
が
最
初
か
ら
想
定
さ
れ
た
う
え
で
、
そ
の
原
理
を
推
論
す
る
に

ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
事
例
が
選
ば
れ
て
い
る
。
正
解
は
最
初
か
ら
決

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
事
例
は
そ
の
道
具
で
し
か
な
い
。
看
護
学
生
が

自
分
の
経
験
や
推
論
を
通
し
て
事
例
そ
の
も
の
に
出
会
い
、
そ
こ
か
ら
自

分
独
自
の
結
論
を
導
き
出
す
と
い
う
ふ
う
に
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
事
例

に
は
豊
か
さ
が
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
こ
で
は
詳
論
で

き
な
い
が
、
臨
床
哲
学
と
し
て
は
、
事
例
は
発
見
を
促
す
も
の
と
考
え
た

↓ヽ

O
し

現
場
も
し
く
は
臨
床
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
（
理
論
、
知
）
が
要

請
さ
れ
て
い
る
の
か
は
、
繰
り
返
し
確
認
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
例
え
ば

看
護
の
た
め
に
必
要
な
の
は
、
普
遍
的
理
論
•
学
知
（
そ
の
も
の
）
で
は

な
く
、
眼
前
の
患
者
さ
ん
を
直
ち
に
ケ
ア
す
る
具
体
的
な
知
・
方
策
だ
と

い
わ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
た
場
合
、
「
理
論
は
使
い
捨
て
で
構
わ
な

い
」
と
さ
え
言
い
切
り
た
く
な
る
。
今
•
こ
こ
で
有
効
な
知
に
参
与
す
る

た
め
に
、
迂
遠
な
形
而
上
学
、
こ
と
ば
を
紡
ぎ
出
す
た
め
だ
け
の
思
考
と

絶
縁
し
た
く
も
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
、
理
性
的
動
物

で
あ
る
私
た
ち
が
〈
具
体
と
抽
象
〉
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
、
し
ば
し
考
え
を
め
ぐ
ら
し
て
み
る
こ
と
が
、
臨
床
哲
学
の
哲

学
性
を
確
か
め
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
先
ほ
ど
現
場
と
現

場
性
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
と
も
重
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』

の
「
感
覚
的
確
信
」
に
お
け
る
今
•
こ
こ
の
弁
証
法
に
全
面
的
に
賛
同
し

な
い
ま
で
も
、
今
•
こ
こ
の
直
接
性
（
私
に
と
っ
て
、
私
た
ち
に
と
っ
て
）

が
言
語
的
普
遍
性
つ
ま
り
媒
介
性
と
や
は
り
ど
こ
か
で
結
び
つ
く
こ
と
は

認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
眼
の
前
の
患
者
さ
ん
の
今
起
こ
っ
て
い
る
苦
し
み

に
対
応
す
る
。
そ
れ
は
い
か
な
る
抽
象
の
余
地
も
必
要
も
な
い
、
具
体
性

へ
の
密
着
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
は
た
し
て
そ
の
通
り
で
あ

ろ
う
か
。

看
護
を
含
め
た
対
人
ケ
ア
は
、
人
間
と
は
何
か
、
人
間
の
ニ
ー
ド
と
は

何
か
、
生
命
の
貴
重
さ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
認
識
を
基
本
的

に
は
前
提
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
忙
し
い
臨
床
で
は
、
死
生
観
そ
の
も
の

を
問
い
直
す
余
裕
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ぶ
ん
だ
け
根
強
く
、
無
反
省

に
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
た
死
生
観
が
幅
を
利
か
せ
が
ち
な
の
で
あ
っ

て
、
個
々
の
医
療
者
が
個
々
の
場
面
で
は
疑
問
を
感
じ
て
も
、
患
者
さ
ん

の
具
体
的
な
症
状
や
希
望
に
対
応
し
た
機
動
的
な
医
療
・
ケ
ア
は
困
難
な

の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
お
い
て
は
、

そ
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
に
は
具
体
性
へ
の
密
着
は
存
在
せ

ず
、
む
し
ろ
形
骸
化
し
た
死
生
観
へ
の
囚
わ
れ
、
硬
直
し
た
〈
理
論
〉
へ

の
も
た
れ
か
か
り
が
よ
り
支
配
的
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
い

や
、
私
は
理
論
に
は
振
り
回
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は

自
分
が
一
定
の
世
界
観
や
人
間
観
（
つ
ま
り
基
本
的
な
理
論
）
を
暗
黙
の

う
ち
に
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
無
自
覚
な
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ

と
す
る
と
、
必
要
に
応
じ
た
理
論
の
修
正
・
変
更
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い

だ
け
、
そ
の
よ
う
な
人
は
〈
抽
象
的
〉
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ず
ば
り
、
「
ケ
ア
の
対
象
は
ほ
ん
と
う
に
〈
人
間
〉
で
あ
る
の
か
」
と
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問
う
て
み
て
も
よ
い
。
人
間
と
は
私
た
ち
に
と
っ
て
自
明
・
直
接
的
で
あ

る
よ
う
で
い
て
、
じ
つ
は
き
わ
め
て
多
様
で
、
つ
か
み
が
た
い
存
在
で
あ

る
。
患
者
さ
ん
を
「
対
象
」
と
呼
ぶ
看
護
界
の
慣
例
は
、
冷
た
い
科
学
主

義
の
印
象
を
与
え
る
し
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
そ
の
印
象
は
事
実
に
裏
づ

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
全
人
的
な
ケ
ア
を
訴
え
る
こ
と
は
、

方
向
と
し
て
は
誤
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
デ
ー
タ
を
も
と
に
診
断
を
は

じ
き
だ
す
だ
け
で
は
な
く
、
生
身
の
患
者
さ
ん
の
声
に
耳
を
傾
け
よ
う
と

し
た
と
き
、
戸
惑
い
は
依
然
と
し
て
つ
い
て
ま
わ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

突
然
で
申
し
訳
な
い
が
、
村
田
久
行
氏
の
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
例
に
と

ら
せ
て
い
た
だ
く
。
村
田
氏
は
末
期
の
患
者
さ
ん
や
高
齢
者
に
傾
聴
さ
れ

る
わ
け
で
あ
る
が
、
傾
聴
さ
れ
る
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
ど
の
よ
う
な
ニ
ー
ド

に
対
応
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
死
を
前

に
し
た
人
々
に
自
分
の
人
生
を
回
顧
さ
せ
る
の
は
真
に
〈
人
間
〉
的
で
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ニ
ー
ド
と
い
う
も
の
を
人
間
は
は

た
し
て
普
遍
的
に
持
っ
て
い
る
の
か
、
文
化
的
背
景
の
違
い
が
あ
る
（
し

た
が
っ
て
日
本
人
に
は
西
洋
人
の
よ
う
な
ニ
ー
ド
は
な
い
）
の
で
は
な
い

の
か
と
い
う
疑
問
に
は
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
問
い
た
い
の
は
よ

り
〈
抽
象
度
〉
の
高
い
問
い
、
存
在
論
的
と
い
っ
て
よ
い
問
い
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
人
間
と
呼
ば
れ
る
対
象
に
傾
聴
し
、
そ
の
対
象
か
ら
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
・
ニ
ー
ド
（
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
ニ
ー
ド
）
を
引
き
出
す

と
き
、
い
っ
た
い
そ
の
対
象
は
ど
の
よ
う
な
存
在
に
な
る
の
か
。
そ
の
対

象
に
傾
聴
す
る
と
き
、
私
は
対
象
の
自
律
を
い
か
な
る
仕
方
で
サ
ポ
ー
ト

こ
の
種
の
問
い
を
問
い
う
る
た
め
に
は
、
常
識
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
具

体
的
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
い
っ
た
ん
カ
ッ
コ
に
入
れ
る
抽
象
化
能
力
が

必
要
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
こ
と
ば
（
理
論
）
の
仕

事
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
す
ぐ
二
つ
の
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
―
つ
め
。
こ
の
理
論
化
が
哲
学
の
専
有
物
か
ど
う
か
は
疑
わ
し

い
。
な
ぜ
、
社
会
学
や
心
理
学
で
は
い
け
な
い
の
か
。
い
け
な
い
と
す
る

に
し
て
も
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
哲
学
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が

あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
の
抽
象
性
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
（
弁
証
法
）

の
抽
象
性
と
は
異
な
る
。
現
場
の
こ
と
ば
に
呼
応
し
う
る
こ
と
ば
を
模
索

し
た
と
き
、
哲
学
を
ま
る
ご
と
肯
定
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
の
は
意
味

が
な
い
。
抽
象
化
と
い
う
こ
と
で
じ
っ
さ
い
に
は
ど
ん
な
作
業
を
し
て
い

る
の
か
、
個
々
の
哲
学
者
の
言
説
を
厳
密
に
見
て
い
き
、
弁
別
す
る
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
る
。
二
つ
め
。
批
判
的
思
考
を
ふ
る
っ
て
具
体
的
な
も
の

か
ら
距
離
を
と
る
と
い
っ
て
も
、
対
象
（
考
察
す
る
も
の
）
に
対
す
る

〈
愛
〉
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
保
持
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
冷
や
や
か
な

決
め
つ
け
で
な
く
、
暖
か
い
手
探
り
を
。
そ
の
意
味
で
の
モ
ラ
ル
と
交
流

を
手
放
さ
な
い
こ
と
で
、
臨
床
哲
学
を
た
と
え
ば
医
療
社
会
学
か
ら
区
別

可
能
な
も
の
と
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

②
現
場
の
こ
と
ば

現
場
の
人
と
一
口
で
い
っ
て
も
、
言
語
化
・
抽
象
化
の
レ
ベ
ル
や
や
り

し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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方
に
個
人
差
が
あ
る
。
〈
勘
違
い
〉
だ
っ
て
あ
る
。
現
場
（
専
門
家
）
の

こ
と
に
素
人
は
口
を
出
せ
な
い
と
い
う
閉
鎖
主
義
（
あ
る
い
は
過
度
の
遠

慮
）
は
や
め
た
い
し
、
上
述
の
理
由
で
本
来
は
不
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。

現
場
の
人
は
内
か
ら
外
へ
向
け
て
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
（
説
明
責
任
）

を
進
ん
で
果
た
そ
う
と
す
る
し
、
そ
の
現
場
に
関
心
を
持
つ
人
は
外
か
ら

内
ヘ
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
差
し
出
そ
う
と
す
る
。
そ
の
相
互
性
が
望
ま
し

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

哲
学
者
と
し
て
医
療
従
事
者
と
長
年
き
め
細
か
く
意
見
交
換
を
し
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
哲
学
の
側
か
ら
の
こ
と
ば
を
提
示
し
て
き
た
と
い
う
点

で
、
清
水
哲
郎
氏
の
活
動
に
は
心
か
ら
敬
意
を
払
い
た
い
し
、
そ
れ
が
結

実
し
た
『
医
療
現
場
に
臨
む
哲
学
』
は
私
た
ち
臨
床
哲
学
に
携
わ
る
者
に

と
っ
て
も
先
駆
的
な
業
績
と
評
価
で
き
る
。
た
だ
、
そ
の
書
で
展
開
さ
れ

た
「
哲
学
者
11
書
記
」
論
に
は
異
論
の
余
地
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
言
で
い

っ
て
、
哲
学
者
は
医
療
現
場
を
尊
重
し
、
医
療
者
の
「
鏡
」
に
な
り
、
そ

の
こ
と
ば
を
整
理
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
場
の
問
題
に
よ
り
積
極
的
に
、

批
判
的
に
踏
み
込
ん
で
い
っ
て
、
そ
の
交
渉
の
中
で
医
療
も
哲
学
も
と
も

に
変
わ
っ
て
い
く
可
能
性
を
期
待
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ま
っ
た
く
外
在
的
な
批
判
を
医
療
に
差
し
向
け

て
も
、
共
同
の
変
貌
は
生
じ
え
な
い
だ
ろ
う
。
上
述
の
よ
う
に
、
医
療
者

に
コ
ミ
ッ
ト
し
、
そ
の
思
考
と
の
す
り
あ
わ
せ
に
努
め
る
ス
テ
ッ
プ
は
不

可
欠
で
あ
ろ
う
。

先
ほ
ど
対
象
に
対
す
る
愛
と
手
探
り
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
す

で
に
伝
統
的
な
意
味
で
の
理
論
lI
観
照
（
テ
オ
ー
リ
ア
）
の
域
を
出
て
い

る
。
現
場
で
何
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
（
ニ
ー
ド
）
を
理
解
し
、
受
け

止
め
た
う
え
で
、
状
況
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
「
行
為
的
に
思
考
す
る
」

（
臣
己
臼
1g
in action :
 看
護
学
研
究
者
P
・
ベ
ナ
ー
の
用
語
）
こ
と
。
そ

の
セ
ン
ス
と
能
力
が
臨
床
哲
学
の
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

ニ
ー
ド
は
必
ず
し
も
自
体
的
・
直
接
的
に
存
在
し
、
私
に
よ
っ
て
モ
ノ
ロ

ー
グ
的
に
発
見
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
金
子
郁
容
が
そ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
論
の
な
か
で
「
自
ら
を
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ブ
ル
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
ば
で

示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
相
互
依
存
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
あ
え
て

自
分
を
投
げ
込
む
こ
と
、
傍
観
者
の
位
置
に
自
分
を
閉
じ
こ
め
な
い
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
ニ
ー
ド
は
誘
発
さ
れ
、
発
見
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

す
ぐ
れ
た
思
想
家
が
経
験
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
〈
言
い
止
め
る
〉
能
力
は

お
ろ
そ
か
に
で
き
な
い
、
そ
れ
を
活
用
し
な
い
手
は
な
い
。
そ
れ
を
哲
学

と
呼
ぶ
か
ど
う
か
は
措
い
て
。
た
と
え
ば
「
ゲ
ー
テ
は
哲
学
者
か
文
学
者

か
」
な
ど
と
問
い
、
分
類
を
強
要
す
る
こ
と
は
、
言
葉
に
結
晶
し
た
洞
察

の
前
で
は
あ
ま
り
意
味
を
持
た
な
い
。
私
の
考
え
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も

す
ぐ
れ
た
洞
察
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
本
当
の
気
遣
い
（
ケ
ア
）
と

は
、
「
そ
の
人
に
必
要
な
物
を
、
そ
の
人
に
代
わ
っ
て
手
に
入
れ
て
あ
げ

、
、
、
、
、

る
」
援
助
で
は
な
く
、
「
そ
の
人
が
気
遣
い
し
な
が
ら
も
自
分
を
し
っ
か

ケ
ア
の
一
次
性
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
気
遣
い
」
の
存
在
論
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で
あ
る
も
の
も
含
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

る。

、
、
、
、
、

り
と
把
握
で
き
、
気
遣
い
に
向
け
て
自
由
で
い
ら
れ
る
」

(in
s
e
i
n
e
r
 

g
 
r
g
e
 sich durchsichtig u

n
d
 filr sie jrei zu w
e
r
d
e
n
)

よ
う
に
援
助
す
る

こ
と
だ
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
（
『
存
在
と
時
間
』
第
二
六
節
）
は
、

別
に
介
護
・
看
護
論
を
意
識
し
た
も
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対

人
ケ
ア
が
陥
り
や
す
い
問
題
点
を
鋭
敏
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

と
は
い
え
、

P
・
ベ
ナ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
看
護
学
研
究
者
が

や
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
無
造
作
に
看
護
学
の
文
脈
に
持
ち

込
む
こ
と
、
と
く
に
彼
の
「
気
遣
い
」
（
ゾ
ル
ゲ
）
論
を
そ
の
ま
ま
ケ
ア

論
と
捉
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
次
の
理
由

に
よ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
は
「
本
来
的

(eigentlich)

な
実
存
」
を
浮

き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
人
間
が
「
死
へ
の
存
在
」
（
約

m

N
日
n
Tode)
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
か
ら
の
み
出
て
く
る
と
さ
れ
る
。
と
い

う
こ
と
は
、
そ
の
自
覚
を
も
た
な
い
、
私
た
ち
の
「
日
常
的
」
、
「
平
均
的
」

な
生
き
方
は
不
ガ
テ
ィ
ヴ
に
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
気

遣
い
」
(
S
o
r
g
e
)

と
は
‘
|
|
—
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
用
語
で
は
「
存
在
的
」
な

次
元
で
~
慮
で
あ
り
、
し
が
ら
み
、
煩
悩
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
ひ

と
（
た
と
え
ば
患
者
さ
ん
）
が
で
き
た
ら
そ
こ
か
ら
自
由
に
な
る
べ
き
し

が
ら
み
で
あ
る
。
「
気
遣
い
」
と
ケ
ア
（
こ
の
場
合
は
ニ
ー
ド
と
読
み
替

え
る
）
が
比
較
可
能
だ
と
し
て
、
ケ
ア
（
ニ
ー
ド
）
と
は
そ
の
よ
う
な
否

定
的
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ニ
ー
ド
の
中
に
は
一
種
の
迷
い
、
幻
想

よ
り
根
本
的
な
問
題
も
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
現
存
在
」
と
は
、

存
在
の
理
解
が
生
じ
る
「
場
」
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
は
存
在
論
を

主
題
と
し
て
お
り
、
〈
「
存
在
」

S
e
i
n
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る
た
め
に

は
、
そ
れ
を
理
解
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
問
う
能
力
の
あ
る
唯
一
の
存
在
者

S
e
i
e
n
d
e
s
で
あ
る
人
間
を
ま
ず
分
析
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
い

う
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
存
在
を
単
純
に
、
ふ
だ

ん
私
た
ち
が
考
え
て
い
る
（
あ
る
い
は
何
も
考
え
ず
に
前
提
し
て
い
る
）

人
間
と
イ
コ
ー
ル
に
お
く
と
、
間
違
っ
て
し
ま
う
。
と
く
に
身
体
性
、
共

同
性
を
ど
う
考
え
る
か
が
、
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
だ
か
ら
、
身
体

ケ
ア
の
必
要
性
、
人
間
同
士
の
接
触
．
援
助
の
可
能
性
を
大
前
提
と
し
て

仕
事
を
す
る
看
護
・
介
護
関
係
者
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
距
離
を
お
い
て
読

む
よ
う
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

そ
の
よ
う
に
距
離
を
お
き
、
立
脚
点
の
違
い
を
予
め
確
か
め
た
上
な
ら
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
は
ケ
ア
論
に
多
く
の
有
益
な
刺
激
を
与
え
て
く
れ

る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
点
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
気
遣
い
を
二
つ
に
分
類
す
る
。
気
遣
い
が
道
具
的
な
存

在
者
に
向
け
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
配
慮

(
B
e
s
o
r
g
e
n
)

と
呼
ば
れ
、
他

方
、
他
人
（
「
共
現
存
在
」
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
い
う
）
へ
の
気
遣
い
は
顧

慮
な
い
し
待
遇

(
F
日
sorge)

と
呼
ば
れ
る
。
人
は
、
あ
く
ま
で
人
間
的

に
顧
慮
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
物
的
に
配
慮
さ
れ
る
の
で
は
な
い
（
日
本

語
の
訳
語
で
は
こ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
十
分
に
出
せ
な
い
が
）
。
ハ
イ
デ
ガ

ー
は
第
二
六
節
で
「
顧
慮
」
に
つ
い
て
触
れ
、
た
と
え
栄
養
や
衣
服
と
い
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う
物
質
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
「
配
慮
」
や
病
人
（
「
病
気
の
身
体
」
）

の
配
慮
で
あ
っ
て
も
、
「
共
現
存
在
」
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
社
会
的
存

在
と
し
て
の
人
間
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
や
は
り
「
顧
慮
」

な
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
私
た
ち
は
お
互
い
の
た
め
に
存
在
す
る
と
き
は

い
う
ま
で
も
な
く
、
た
と
え
お
互
い
に
反
発
し
た
り
、
お
互
い
に
無
関
心

な
と
き
で
さ
え
、
そ
れ
は
顧
慮
の
―
つ
の
形
な
の
で
あ
っ
て
、
物
が
た
だ

隣
り
合
っ
て
い
る
の
と
は
わ
け
が
違
う
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
少
し
疑
問
を
感
じ
る
点
も
あ
る
。
物
へ
の
ケ
ア
（
ニ
ー
ド
）

と
人
へ
の
ケ
ア
（
ニ
ー
ド
）
が
違
う
と
い
う
の
は
、
当
た
り
前
の
よ
う
だ

が
、
で
は
動
物
（
ペ
ッ
ト
）
や
植
物
な
ど
の
愛
玩
物
は
ど
の
よ
う
な
気
遣

い
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
で
は
な
い
以
上
、
「
配
慮
」

の
対
象
な
の
か
。
い
や
、
ほ
と
ん
ど
人
間
と
同
じ
愛
情
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
以
上
は
、
た
と
え
応
答
し
て
く
れ
な
く
て
も
、
そ
れ
ら
の
動
物
や
植

物
は
「
顧
慮
（
待
遇
）
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ホ
ス
ピ
ス
で
死
を

間
近
に
し
た
人
が
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
（
動
植
物
、
自
然
景
観
な
ど
）
に
愛

着
を
示
し
、
そ
れ
と
の
接
触
を
ホ
ス
ピ
ス
側
が
か
な
え
て
あ
げ
る
の
だ
と

い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
人
間
は
現
存
在
と
い
う
特
別
な
存

在
者
で
、
他
の
存
在
者
（
道
具
な
ど
）
と
は
区
別
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え
で
も
あ
り
、
欧
米
の
伝
統
的
な
発
想
に
属
し
て
い
よ

う
が
、
は
た
し
て
修
正
の
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
人
に
対
す
る
顧
慮
に
も
二
種
類
あ
る
。
―
つ
は
、
代
理
的
、
救

援
的
で
他
者
を
支
配
す
る

(einspringen)
顧
慮
で
あ
り
、
他
者
の
気
遣 ヘ

い
を
取
り
去
っ
て
や
ろ
う
と
す
る
。
だ
い
た
い
は
道
具
的
な
存
在
者
を
配

慮
し
て
あ
げ
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
他
者
の
実
存
的
な

存
在
可
能
性
の
範
を
示
す
(vorausspringen)
顧
慮
も
あ
る
。
こ
ち
ら
の
方

が
、
「
本
当
の
気
遣
い
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
他
者
が
「
配
慮
」
し
て
い

る
物
に
で
は
な
く
、
そ
の
人
の
実
存
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
先
に
も
引
用

し
た
よ
う
に
、
「
そ
の
人
に
必
要
な
物
を
、
そ
の
人
に
代
わ
っ
て
手
に
入

れ
て
あ
げ
る
」
と
い
う
援
助
で
は
な
く
、
「
そ
の
人
が
気
遣
い
し
な
が
ら

も
自
分
を
し
っ
か
り
と
把
握
で
き
、
気
遣
い
に
向
け
て
自
由
で
い
ら
れ
る
」

よ
う
に
援
助
す
る
こ
と
。
対
人
援
助
の
機
微
を
見
事
に
突
い
て
い
る
。

ケ
ア
論
に
関
連
し
て
、
さ
ら
に
基
本
的
な
こ
と
に
眼
を
向
け
る
と
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
現
存
在
（
人
間
）
が
世
界
内
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
気
遣
い

か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
や
物
へ

の
〈
欲
求
II
ニ
ー
ド
と
し
て
の
ケ
ア
〉
が
ま
ず
あ
り
、
こ
れ
が
一
次
的
ケ

ア
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
が
ふ
つ
う
ケ
ア
と
呼
ぶ
〈
世
話
と
し

て
の
ケ
ア
〉
は
一
次
的
ケ
ア
に
対
応
し
て
あ
げ
る
こ
と
と
し
て
、
二
次
的

な
ケ
ア
と
し
て
生
じ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
基
本
的
な
認
識
を
例
え
ば
看
護
に
向
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る

こ
と
は
、
決
し
て
看
護
ケ
ア
の
実
践
や
そ
れ
を
職
業
と
す
る
こ
と
の
尊
さ

を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
看
護
自
体

が
看
護
者
の
一
次
的
ケ
ア
（
ニ
ー
ド
11
欲
求
）
の
表
出
で
あ
り
、
そ
れ
が

対
象
（
患
者
さ
ん
）
の
一
次
的
ケ
ア
（
ニ
ー
ド
11
欲
求
）
に
う
ま
く
対
応

し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
成
功
し
た
二
次
的
ケ
ア
（
お
世
話
）
と
な
っ
て
い
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る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
看
護
者
の
場
合
、
対
象
の
欲
求

を
満
た
し
て
あ
げ
た
い
、
援
助
し
て
あ
げ
た
い
と
い
う
欲
求
が
あ
る
か
ら
、

自
分
の
一
次
的
ケ
ア
が
対
象
へ
の
二
次
的
ケ
ア
に
ま
っ
す
ぐ
結
び
つ
く
と

い
う
事
情
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
そ
れ
で
別
の
問
題
を
生

じ
う
る
。
対
象
の
欲
求
を
欲
求
す
る
と
い
う
媒
介
的
・
依
存
的
な
関
係
、

い
い
か
え
る
と
治
療
者
・
看
護
者
が
「
必
要
と
さ
れ
る
必
要
」
に
駆
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
史
的
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
と
く
に
近
代
資

本
主
義
社
会
に
見
ら
れ
る
「
他
者
の
欲
望
を
欲
望
す
る
」
精
神
構
造
と
し

て
分
析
し
た
も
の
と
似
て
い
る
し
、
ま
た
こ
の
構
造
は
「
共
依
存
」
な
ど

の
関
係
嗜
癖
（
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
に
通
じ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
関
係
嗜
癖
と
い
う
論
点
の
出
現
に
よ
り
、
ニ
ー
ド
11

欲
求

と
し
て
の
ケ
ア
が
ま
ず
存
在
す
る
と
い
う
主
張
は
、
よ
り
複
雑
な
局
面
に

向
か
い
合
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
主
体
の
欲
求
が
ま
ず
あ
っ
て
…
…

と
い
う
主
体
中
心
の
発
想
は
、
と
り
わ
け
発
達
途
上
の
人
間
の
関
係
性
の

実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

D
・
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
な
ら
、
母
親

は
乳
児
を
抱
き
、
あ
や
し
て
、
〈
乳
児
の
欲
求
対
象
と
し
て
の
自
分
〉
を

差
し
出
す
の
だ
と
い
う
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
母
親
が
乳
児
の
欲
求
（
一
次

的
ケ
ア
）
を
引
き
出
し
、
形
成
し
て
や
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ジ
ュ
デ
ィ

ス
・
ハ
ー
マ
ン
な
ら
、
「
基
本
的
信
頼
」
の
大
切
さ
に
つ
い
て
語
り
、
人

間
の
最
初
の
体
験
は
ケ
ア
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
体
験
が
な

け
れ
ば
、
自
分
が
属
し
て
い
る
は
ず
の
世
界
に
対
峙
す
る
力
は
出
て
こ
な

い
の
だ
と
い
う
だ
ろ
う
。
気
遣
い
自
体
が
〈
包
ま
れ
る
〉
経
験
か
ら
形
成

さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
意
味
で
は
、
母
親
や
周
囲
の
人
の
二
次

的
ケ
ア
（
世
話
、
あ
や
し
て
く
れ
、
な
で
て
く
れ
る
こ
と
）
が
む
し
ろ
先

行
し
て
い
る
。
ケ
ア
の
一
次
性
の
問
題
は
、
こ
の
認
識
を
加
味
し
て
さ
ら

に
練
り
上
げ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

現
存
在
の
実
存
性
、
つ
ま
り
人
間
が
「
自
ら
に
先
立
っ
て
存
在
」
し
、

つ
ね
に
自
分
を
「
乗
り
越
え
て
い
る
」
と
い
う
事
態
は
、
欲
求
や
不
安
に

ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
に
関
し
て
‘
―
つ
の
指
針
を
与
え
て
く
れ
る
。

人
間
は
自
分
で
は
選
べ
な
い
境
遇
に
現
に
陥
っ
て
い
る
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

い
う
「
被
投
性
」
）
。
た
と
え
ば
、
病
気
や
事
故
の
た
め
、
身
体
が
動
か
な

く
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
か
ら
不
安
に
な
る
。
他
方
、
身
体
が

治
っ
て
、
社
会
復
帰
し
、
家
族
を
養
う
（
世
界
内
存
在
の
―
つ
の
可
能
性
）

と
い
う
希
望
や
期
待
を
自
分
も
周
囲
の
人
間
も
持
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ

ば
、
あ
る
意
味
で
人
間
は
も
っ
と
気
楽
な
は
ず
で
あ
る
。
極
端
に
い
え
ば
、

患
者
は
治
ら
な
く
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
あ
あ
い
う
存
在
の
仕

方
、
生
き
方
が
望
ま
し
い
、
ぜ
ひ
そ
う
し
た
い
」
と
当
人
が
思
わ
な
け
れ

ば
、
も
し
く
は
思
わ
さ
れ
な
け
れ
ば
、
ぜ
ん
ぜ
ん
不
安
も
あ
せ
り
も
感
じ

る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
気
遣
い
論
で
も
う
―
つ
興
味
深
い
の
は
、
自
己
ケ
ア
の

問
題
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
「
自
分
に
先
立
っ
て
世
界
内
に
存

在
す
る
」
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
の
気
遣
い
が
生
じ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
自
分
以
外
の
人
や
物
に
向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え

よ
う
と
、
気
遣
い
に
は
つ
ね
に
私
自
身
の
欲
求
•
希
望
・
焦
慮
な
ど
が
含
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（
な
か
お
か
な
り
ふ
み

ま
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
自
己
ケ
ア

(
S
e
b
s
t
s
o
r
g
e
)

は
同
語
反
復
的
な
こ
と
ば
だ
と
指
摘
す
る
（
第
四
一
節
）
。
こ
れ
は
見
事

な
指
摘
で
あ
る
が
、
し
か
し
は
っ
き
り
と
自
分
（
自
分
の
服
装
、
健
康
な

ど
）
に
向
け
ら
れ
た
ケ
ア
は
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
。
独
立
し
た
自
己
ケ

ア
の
考
察
は
有
益
か
つ
必
要
だ
と
私
は
考
え
る
。

最
後
に
。
こ
れ
ま
で
単
純
に
、
気
遣
い
を
ケ
ア
（
ニ
ー
ド
）
な
ど
と
言

い
換
え
て
き
た
が
、
『
存
在
と
時
間
』
第
四
一
節
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
気
遣
い
は
そ
の
本
人
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
自
覚
さ
れ

て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
自
分
が
ど
の
よ
う
な
気
遣
い
に
動
か
さ
れ
て
い

る
か
気
づ
か
な
い
ま
ま
、
多
く
の
人
は
し
ゃ
べ
っ
た
り
、
頼
ん
だ
り
、
動

い
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ケ
ア
（
ニ
ー
ド
）
に
も
こ
の
よ
う
な
自
己

不
透
明
性
の
構
造
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
検
討
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で

あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
点
で
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
気
遣
い
論
、
お
よ
び
そ
れ
に
関

連
す
る
議
論
は
、
ケ
ア
の
捉
え
方
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

大
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学
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