
154

は
じ
め
に

　「ケ
ア
」「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
に
関
す
る
先
駆
的
研
究
者
ミ
ル
ト
ン
・
メ
イ

ヤ
ロ
フ
（M

ilton M
ayeroff, 1929

│1979

）
は
、
そ
の
著
書O

n Caring

（1971

）
に
先
立
っ
て
、
論
文‘O
n Caring’

（1965
）
を
学
術
雑
誌

International Philosophical Q
uarterly

に
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
日
本
で
も
出
版
さ
れ
て
お
り
、
七
一
年
の
著
書
は
『
ケ
ア
の
本
質

│

生
き
る
こ
と
の
意
味
』
と
、
六
五
年
の
論
文
は
「
ケ
ア
す
る
こ
と
」
と
訳

さ
れ
て
い
る）

1
（

。

　論
文
「
ケ
ア
す
る
こ
と
」
で
の
メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
目
的
は
、「
あ
る
ひ
と

つ
の
重
要
な
生
き
方
を
提
示
し
、
こ
れ
を
少
し
ば
か
り
理
解
し
や
す
い
も

の
に
し
た
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）

2
（

。
高
橋
隆
雄
も
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
こ
こ
で
考
察
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
本
質
や
存
在
論
的
次
元

に
関
わ
る
ケ
ア
で
は
な
く
、
主
に
存
在
的
次
元
に
あ
る
ケ
ア
の
活
動
の
本

質
を
な
す
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
人
間

以
外
も
含
む
広
義
の
他
者
の
成
長
の
援
助
と
し
て
の
ケ
ア
の
現
象
学
的
記

述
を
行
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う）

3
（

。

　メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
論
文
「
ケ
ア
す
る
こ
と
」
の
最
初
の
項
目
「
ケ
ア
の
現

象
学
」
に
お
い
て
、
自
分
が
関
心
を
抱
い
て
い
る
の
は
、「
単
に
三
つ
の

要
素
（
ケ
ア
す
る
人
、
ケ
ア
の
間
柄
、
ケ
ア
さ
れ
る
人
）
を
加
え
た
だ
け

の
も
の
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
三
つ
の
要
素
が
一
応
識
別
で
き
る

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
よ
り
包
括
的
な
対
象
に
あ
る
」
と
述
べ
、「
ケ

ア
と
は
、
ケ
ア
す
る
人
、
ケ
ア
さ
れ
る
人
に
生
じ
る
変
化
と
と
も
に
成
長

発
展
を
と
げ
る
関
係
」
で
あ
る
と
し）

4
（

、
こ
の
関
係
に
お
い
て
見
ら
れ
る
要

素
に
つ
い
て
多
く
の
頁
を
費
や
し
て
い
る
。
し
か
し
、
最
後
の
項
目
で
あ

る
「
広
義
の
意
味
の
ケ
ア
」
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
項
目
で
は
ケ
ア
を

た
だ
あ
る
特
定
の
生
き
方
と
し
て
と
ら
え
て
考
察
し
て
き
た
と
し
た
上

で
、
あ
る
人
の
人
生
と
い
う
よ
り
大
き
な
文
脈
に
お
け
る
「
場
」
に
つ
い

〈
研
究
論
文
９
〉

鳥

　居

　雅

　志

　

　ミ
ル
ト
ン
・
メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論
に
お
け
る
「
場
」
に

つ
い
て
の
一
考
察

│
八
木
誠
一
の
統
合
論
に
お
け
る「
場
」
を
参
考
に

│
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が
ど
の
よ
う
に
あ
る
の
か
、
そ
の
生
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
、
わ
れ
わ
れ

の
生
が
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
生
に
お
い
て
重
要
な

こ
と
は
何
か
に
つ
い
て
論
じ
る
。
ケ
ア
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、「
場
の
中

に
い
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
自
己
の
生
を
生
き
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
言
う
の
で
あ
る
。

　本
論
で
は
、
メ
イ
ヤ
ロ
フ
が
取
り
あ
げ
た
二
つ
の
鍵
概
念
の
う
ち
の
一

つ
で
あ
る
「
場
の
中
に
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
「
場
」

が
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
「
場
所
論
的
神
学
」
の

提
唱
者
で
あ
る
八
木
誠
一
（
一
九
三
二
│
）
の
「
場
」
を
通
し
て
検
討
し
、

ケ
ア
の
関
係
に
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
生
き
方
に
つ
い
て
、
そ
し
て
〈
わ
れ
わ

れ
の
場
〉
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一

　メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論
に
お
け
る
「
場
」

　メ
イ
ヤ
ロ
フ
に
よ
れ
ば
、
ケ
ア
す
る
と
は
、
ケ
ア
の
対
象
が
何
で
あ
れ
、

「
そ
の
相
手
が
成
長
す
る
の
を
援
助
す
る
」
こ
と
で
あ
る）
10
（

。
そ
の
際
、
ケ

ア
す
る
者
は
、
そ
の
ケ
ア
す
る
対
象
を
自
分
自
身
の
延
長
と
し
て
相
手
と

一
体
で
あ
る
と
感
じ
る
と
同
時
に
、
掛
け
替
え
の
な
い
価
値
を
持
っ
て
い

る
独
立
し
た
も
の
と
感
じ
る）
11
（

。
ケ
ア
に
お
け
る
同
一
性
の
感
覚
に
は
差
異

の
意
識
が
含
ま
れ
て
お
り
、
他
者
と
自
分
た
ち
と
の
間
の
差
異
の
意
識

は
、
両
者
の
間
の
一
体
感
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る）
12
（

。
ケ
ア
に
お
い
て
は
、

そ
う
し
た
「
差
異
の
中
の
同
一
性
」
が
意
識
さ
れ
つ
つ
、「
私
た
ち
を
一

緒
に
包
ん
で
く
れ
て
い
る
何
も
の
か
に
双
方
が
共
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と

い
う
感
覚
も
あ
る
」
と
メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
言
う
）
13
（

。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
お
い

て
触
れ
）
5
（

、「
こ
の
包
括
的
秩
序
づ
け
と
い
う
も
の
の
特
徴
は
、
一
般
化
し

て
言
え
ば
、
こ
の
世
界
で
〝
場
の
中
に
い
る
〞（in place

）
と
い
う
こ
と

で
あ
る
）
6
（

」
と
述
べ
る
。

　そ
し
て
七
一
年
の
著
書
『
ケ
ア
の
本
質
』
に
お
い
て
、
メ
イ
ヤ
ロ
フ
は

こ
の
存
在
論
的
な
問
題
を
重
要
な
も
の
と
し
て
多
く
の
頁
を
割
い
て
扱
っ

て
い
る）

7
（

。
メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
序
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　こ
の
小
著
は
、
互
い
に
関
連
す
る
二
つ
の
主
題
を
あ
つ
か
っ
て
い

る
。
一
つ
は
、
ケ
ア
す
る
こ
と
を
一
般
的
に
記
述
す
る
こ
と
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
、
ケ
ア
す
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
全
人
格
的
な
意

義
を
持
つ
か
、
そ
の
人
の
人
生
に
は
ど
の
よ
う
な
秩
序
づ
け
を
行
う

か
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。〝
ケ
ア
す
る
こ
と
〞
と
〝
自
分
の
落

ち
着
き
場
所
に
い
る
〞
と
い
う
二
つ
の
概
念
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
実
り
あ
る
考
え
方
を
提
示
し
て
く
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
以

上
に
大
切
な
こ
と
は
、
こ
の
概
念
は
、
私
達
自
身
の
生
を
自
分
た
ち

が
も
っ
と
よ
く
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る）

8
（

。 

　高
橋
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
六
五
年
の
論
文
「
ケ
ア
す
る
こ
と
」

で
は
、「
ケ
ア
概
念
が
人
間
の
本
質
と
深
く
関
わ
る
こ
と
は
明
示
さ
れ
ず
、

単
に
ケ
ア
の
現
象
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
た
」
の
だ
が
、
七
一
年
の
著
書

『
ケ
ア
の
本
質
』
で
は
、「
人
間
本
来
の
あ
り
方
、
人
の
生
の
意
味
」
へ
の

言
及
が
明
確
に
な
さ
れ
、「
ケ
ア
の
理
論
は
意
識
や
活
動
の
現
象
の
記
述

と
い
う
次
元
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ
る）

9
（

。

　メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
「
ケ
ア
す
る
こ
と
（Caring

）」
と
「
場
の
中
に
い
る

（“In-Place”

）」
と
い
う
二
つ
の
鍵
概
念
を
用
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
き
方
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ア
す
る
者
は
そ
の
ケ
ア
に
よ
っ
て
自
身
の
生
を
秩
序
立
て
る
こ
と
を
通
し

て
、
こ
の
世
界
で
「
場
の
中
に
い
る
」
こ
と
が
で
き
る
。「
場
の
中
に
い
る
」

ケ
ア
す
る
者
は
、
ケ
ア
す
る
対
象
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
ケ
ア

す
る
者
は
ケ
ア
す
る
対
象
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
事
実
か
ら

く
る
帰
属
感
に
よ
っ
て
、
ケ
ア
す
る
者
は
世
界
に
根
を
下
ろ
し
た
状
態
と

し
て
安
定
す
る）
17
（

。
そ
の
よ
う
に
し
て
築
か
れ
た
関
係
は
、
ケ
ア
が
行
わ
れ

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲
を
拡
げ
、
他
の
も
の
と
結
び
つ
き
、
世

界
を
織
り
成
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
「
場
」
は
、
ケ
ア
の
対
象
で
あ
る
他

者
の
要
求
に
応
答
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
、
絶
え
ず
新
し
く
な
っ

て
い
き
、
再
確
認
さ
れ
る）
18
（

。
そ
し
て
〝
場
の
中
に
い
る
〞
と
い
う
了
解
に

よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
こ
の
私
が
い
っ
た
い
何
者
で
、
何
を
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
を
理
解
）
19
（

」
す
る
だ
け
で
な
く
、「
存
在
の
持
つ
は
か
り
知

れ
な
い
性
格
」、「
存
在
の
持
つ
神
秘
そ
の
も
の
」、「
そ
も
そ
も
森
羅
万
象

が
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
壮
大
な
神
秘
、
驚
異
」
に
気
づ
か
さ
れ

る
）
20
（

。
メ
イ
ヤ
ロ
フ
に
よ
れ
ば
、「
感
謝
」
と
は
、
そ
う
し
た
「〝
場
の
中
に

い
る
〞
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
自
然
な
発
露
」
な
の
で
あ
る）
21
（

。

　以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論
に
お
け
る

「
場
」
は
、
ケ
ア
す
る
者
と
ケ
ア
さ
れ
る
者
と
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
織

り
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
ケ
ア
す
る
者
と
ケ
ア
さ
れ
る
者

と
の
関
係
を
生
起
さ
せ
る
は
た
ら
き
で
あ
り
、
そ
の
「〝
場
の
中
に
い
る
〞

こ
と
に
お
い
て
、
私
は
私
の
生
の
意
味
を
十
全
に
生
き
る
）
22
（

」
こ
と
の
で
き

る
「
場
」
で
あ
る）
23
（

。

　と
こ
ろ
で
メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
ケ
ア
す
る
者
は
ケ
ア
さ
れ
る
人
を
見
て
、

て
「
他
者
へ
の
ケ
ア
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
他
者
を
他
者
た
ら
し
め

る
べ
く
た
す
け
る
こ
と
に
よ
」っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
「
他

者
の
自
己
実
現
は
私
た
ち
の
生
活
の
方
向
づ
け
、
私
た
ち
に
何
が
適
切
で

何
が
不
適
切
か
の
感
覚
を
提
示
し
て
く
れ
る
）
14
（

」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
相

手
の
自
己
実
現
を
た
す
け
る
こ
と
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
私
た
ち
の
自

己
実
現
に
も
な
る
」
の
で
あ
る）
15
（

。
メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　一
人
の
人
間
の
生
涯
の
中
で
考
え
た
場
合
、
ケ
ア
す
る
こ
と
は
、

ケ
ア
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
彼
の
他
の
諸
価
値
と
諸
活
動
を
位
置

づ
け
る
働
き
を
し
て
い
る
。
彼
の
ケ
ア
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
関
連
す

る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
位
置
づ
け
が
総
合
的
な
意
味
を
持
つ
と
き
、
彼

の
生
涯
に
は
基
本
的
な
安
定
性
が
生
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
場

所
を
得
な
い
で
い
た
り
、
自
分
の
場
所
を
絶
え
間
な
く
求
め
て
た
だ

さ
す
ら
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
世
界
の
中
に
あ
っ
て
、「
自
分
の

落
ち
着
き
場
所
に
い
る
」
の
で
あ
る
。
他
の
人
々
を
ケ
ア
す
る
こ
と

を
と
お
し
て
、
他
の
人
々
に
役
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
は
自

身
の
生
の
真
の
意
味
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
の
中
で

私
た
ち
が
心
を
安
ん
じ
て
い
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ
の

人
は
心
を
安
ん
じ
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
支
配
し
た

り
、
説
明
し
た
り
、
評
価
し
た
り
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
ケ
ア

し
、
か
つ
ケ
ア
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る）
16
（

。

　何
ら
か
の
対
象
の
ケ
ア
に
携
わ
っ
て
い
る
と
、
そ
の
ケ
ア
の
対
象
を
中

心
に
周
辺
の
活
動
や
価
値
が
自
ず
と
序
列
化
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
ケ
ア
が

生
活
の
全
体
を
統
合
す
る
ほ
ど
に
十
分
に
包
括
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
ケ
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こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
「
場
」
は
、

鎌
野
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
閉
じ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し

そ
れ
で
は
メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
言
葉
か
ら
窺
え
る
閉
じ
た
あ
り
方
へ
の
批
判
は

ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　こ
う
し
た
疑
問
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
足
掛
か
り
と
し
て
、
次
に
メ

イ
ヤ
ロ
フ
と
同
じ
く
他
者
と
共
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
生
き
方
に
お
い
て

「
場
」
を
重
視
し
て
い
る
、
新
約
聖
書
学
者
・
宗
教
哲
学
者
・
神
学
者
で

あ
る
八
木
誠
一
の
統
合
論
に
お
け
る
「
場
」
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と

す
る
。

二

　八
木
誠
一
の
統
合
論
に
お
け
る
「
場
」

　八
木
誠
一
は
、
新
約
聖
書
の
研
究
か
ら
入
り
、
そ
の
後
多
く
の
宗
教
哲

学
者
ら
と
の
対
話
な
ど
を
通
し
て
「
場
所
論
的
神
学
」
を
提
唱
す
る
に
至

る
。
そ
の
神
学
の
中
核
を
担
っ
て
い
る
概
念
が
「
統
合
」
で
あ
り
、
そ
の

中
で
わ
れ
わ
れ
の
関
わ
り
の
あ
り
様

│
わ
れ
わ
れ
は
関
わ
り
の
中
で
、

「
孤
立
し
た
存
在
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
定
義
さ
れ
る
『
交

わ
り
』、『
相
互
関
係
』
の
な
か
に
あ
り
、
そ
の
な
か
で
成
り
立
）
32
（

」
っ
て
い

る

│
に
つ
い
て
詳
論
し
て
い
る
の
が
「
フ
ロ
ン
ト
構
造
」
論
で
あ
る
。

　フ
ロ
ン
ト
構
造
と
は
、
他
者
の
フ
ロ
ン
ト
と
の
出
会
い
が
そ
の
も
の
自

身
と
の
出
会
い
で
あ
り
、
ま
た
、「
あ
る
も
の
の
フ
ロ
ン
ト
が
、
そ
の
も

の
の
フ
ロ
ン
ト
で
あ
る
ま
ま
で
、
そ
の
も
の
で
は
な
い
他
の
も
の
の
一
部

を
構
成
し
て
い
る
）
33
（

」
構
造
、
つ
ま
り
互
い
が
互
い
を
前
提
と
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
「
極
」
同
士
の
関
わ
り
合
い
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
構
造

「
私
と
全
く
〝
同
一
の
世
界
〞
に
存
在
し
て
い
る
人
だ
と
感
じ
と
っ
て
い

る
）
24
（

」
と
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論

に
お
い
て
、
ケ
ア
す
る
者
に
と
っ
て
〝
異
な
る
世
界
〞
に
存
在
し
て
い
る

人
だ
と
感
じ
る
〈
他
者
〉
は
ケ
ア
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
敵
対
す
る
者
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
鎌
野
育
代
は
、「
メ
イ
ヤ

ロ
フ
の
ケ
ア
リ
ン
グ
と
は
特
定
の
『
ケ
ア
さ
れ
る
者
』
と
『
ケ
ア
す
る
者
』

と
の
相
互
関
係
性
と
い
っ
た
比
較
的
限
定
さ
れ
た
場
に
お
け
る
理
論
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る）
25
（

。
確
か
に
メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
、

ケ
ア
す
る
者
が
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
の
根
本
的
な
明
澄
性
を
獲
得
す
る

に
は
、「
私
の
ケ
ア
と
相
容
れ
な
い
多
く
の
不
適
切
な
も
の
が
排
除
さ
れ
）
26
（

」

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
他
に
も
、「
自
分
の
ケ
ア
と
両
立

で
き
な
い
も
の
、
無
関
係
な
多
く
の
も
の
を
除
外
す
る
と
）
27
（

」、「
雑
然
と
し

た
も
の
を
排
除
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
）
28
（

」、
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
ケ
ア

の
関
係
に
お
い
て
は
〈
他
者
〉
の
排
除
を
前
提
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
な

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
、
他
者
を
知
り
尽
く
し

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
ケ
ア
と
は
無
縁
で
あ
る
と
も
述
べ
て
お
り）
29
（

、
さ

ら
に
、「〝
場
の
中
に
い
る
〞
こ
と
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
と
し

て
、「
場
の
〝
外
〞
に
い
る
人
た
ち
と
〝
中
〞
に
い
る
自
分
を
常
に
比
較
」

す
る
よ
う
な
こ
と
を
挙
げ
、「
私
が
〝
場
の
中
に
い
る
〞
と
い
う
こ
と
は
、

〝
場
の
中
に
い
る
〞
こ
と
か
ら
他
の
人
た
ち
を
排
除
す
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る）
30
（

。
ま
た
メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
、
わ

れ
わ
れ
に
は
し
ば
し
ば
否
定
的
な
匂
い
の
あ
る
も
の
を
無
視
す
る
傾
向
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
の
こ
と
を
批
判
し
て
も
い
る）
31
（

。
一
体
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り
、
わ
れ
わ
れ
は
互
い
に
支
え
合
っ
て
い
る
と
い
う
水
平
方
向
の
フ
ロ
ン

ト
構
造
的
関
係
の
「
場
」
に
於
い
て
有
り
、
同
時
に
そ
う
し
た
フ
ロ
ン
ト

構
造
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
「
場
」
に
於
い
て
在
る
の
で
あ
る
。

　わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
を
超
え
た
と
こ
ろ
の
〈
は
た
ら
き
〉
に
よ
っ

て
生
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
八
木
は
、
そ
の
〈
は
た
ら
き
〉
の
最
深
の

場
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
世
界
内
の
一
切
の
対
立
を
超
え
一
切
が
無
条
件
に

受
容
さ
れ
て
い
る
と
言
う
）
35
（

。
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
の
全
て
を
、
あ
り
の
ま

ま
に
認
識
し
、
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
取
り
、
受
け
容
れ
る
こ
と
は
、
対
世

界
的
に
は
意
味
と
無
意
味
と
の
対
立
を
超
え
る
こ
と
で
あ
り
、
対
人
的
に

は
「
無
条
件
の
赦
し
、
受
容
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
あ
り
つ
つ
、

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界

│
日
常
生
活
す
な
わ
ち
有
と

無
、
生
と
死
、
善
と
悪
、
価
値
と
無
価
値
、
意
味
と
無
意
味
と
が
対
立
す

る
世
界

│
に
お
い
て
そ
の
つ
ど
の
行
動
の
選
択
に
よ
っ
て
、
統
合
の

（
い
ま
・
こ
こ
と
い
う
局
所
的
）
現
実
化
に
向
か
う
の
で
あ
る）
36
（

。
こ
の
よ

う
に
相
対
的
な
「
統
合
作
用
の
場
」
は
限
ら
れ
た
空
間
で
は
あ
る
が
、
し

か
し
、
そ
の
相
対
的
な
「
場
」
は
閉
ざ
さ
れ
て
は
い
な
い）
37
（

。
だ
か
ら
こ
そ

「
場
」
同
士
も
互
い
に
極
と
成
り
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
統
合
体
は
、
他

の
統
合
体
と
向
き
合
い
、
よ
り
高
次
の
統
合
体
が
出
現
す
る
。
そ
う
し
て

新
し
い
歴
史
が
作
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
意
味
で
、
統
合
作
用
は
常
に
新
し

く
現
在
に
い
わ
ば
切
り
込
ん
で
く
る
作
用
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
置
か
れ

て
い
る
「
場
」
と
は
、
究
極
的
に
は
ど
こ
ま
で
も
深
く
、
そ
し
て
開
か
れ

て
い
る
「
場
」
に
於
い
て
あ
る
の
で
あ
る）
38
（

。

の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ロ
ン
ト
構
造
に
お
い
て
は
自
由
（
自
己
決
定
）・
自

己
同
一
性
と
関
係
性
（
相
互
作
用
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
）
が
両
立
す

る
）
34
（

。
こ
の
フ
ロ
ン
ト
に
よ
る
極
同
士
の
連
関
は
、
二
つ
の
も
の
の
間
だ
け

の
事
柄
に
限
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
世
界
は
フ
ロ
ン
ト
構
造
に
よ
っ
て
無

限
に
複
雑
な
連
関
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
八
木
は
、
こ
う
し
た
わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
お
け
る
極
同
士

の
関
係
（
水
平
方
向
の
関
係
）
は
、
円
環
（
八
木
の
用
語
で
言
え
ば
「
統

合
体
」）
を
成
す
よ
う
に
働
き
か
け
る
超
越
の
フ
ロ
ン
ト
を
宿
す
（
垂
直

方
向
の
フ
ロ
ン
ト
構
造
）
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
言
う
。
こ
う

し
た
働
き
を
し
て
い
る
「
統
合
の
場
」│「
こ
う
し
た
働
き
で
あ
る
統
合

の
場
」
と
言
っ
た
方
が
よ
り
適
切
か
も
し
れ
な
い

│
に
つ
い
て
、
八
木

は
心
と
音
楽
と
い
う
類
比
を
も
っ
て
説
明
す
る
。
音
と
い
う
も
の
は
実
在

す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
音
は
他
の
音
と
の
区
別
に
よ
っ
て
一
つ
の
音
と

し
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
音
た
ち
が
心
と
い
う
統
合
の
場
に

於
い
て
互
い
に
調
和
し
、
ま
と
ま
り
を
成
し
て
音
楽
を
形
成
し
て
い
く
。

こ
う
し
て
、
心
が
音
楽
を
包
み
込
み
、
心
の
場
に
置
か
れ
た
音
楽
が
心
を

表
出
す
る
。
心
も
、
音
楽
に
よ
っ
て
形
を
成
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
心

と
音
楽
」
の
一
が
見
て
取
れ
る
。
た
だ
し
「
心
と
音
楽
」
は
二
つ
が
一
つ

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
音
楽
が
心
の
場
に
置
か
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
「
心
と
音
楽
」
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
、
水
平
方
向
（
極
同
士
の
関
係
）
の
フ
ロ
ン
ト
構
造
は
、

垂
直
方
向
（
超
越
と
個
の
関
係
）
の
フ
ロ
ン
ト
構
造
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
お
り
、
統
合
を
成
す
よ
う
に
超
越
か
ら
働
き
か
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
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よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

私
た
ち
の
能
力
や
限
界
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
れ
、
ま
た
、
所
有

し
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
れ
、
所
有
し
て
い
な
い
も
の
が
何
で
あ

れ
、
私
た
ち
は
皆
こ
と
ご
と
く
運
命
を
共
に
し
て
い
る
の
だ
と
い
う

事
実
を
、
そ
れ
は
私
た
ち
に
よ
り
は
っ
き
り
認
識
さ
せ
て
く
れ
る）
40
（

。 

　ケ
ア
に
お
い
て
気
づ
か
さ
れ
る
事
実
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
無
条

件
に
皆
を
支
え
る
「
場
」
に
お
い
て
在
り
、
だ
か
ら
こ
そ
ケ
ア
の
関
係
も

成
立
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

し
て
メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
言
う
、
わ
れ
わ
れ
の
「
感
謝
）
41
（

」
と
は
、
そ
う
し
た

「
場
」
に
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
藤
恭
子
は
、
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　他
者
と
の
結
び
つ
き
、
依
存
関
係
、
自
己
を
発
見
す
る
こ
と
の
で

き
る
居
場
所
、
そ
れ
ら
は
当
然
自
分
か
ら
要
求
し
て
与
え
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
恵
み
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認

め
る
。
喜
び
と
感
謝
を
も
っ
て
。
そ
し
て
自
分
が
恵
み
を
受
け
て
い

る
と
い
う
「
感
謝
（gratitude

）」
の
念
か
ら
関
係
あ
る
人
へ
の
ケ
ア

へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。

　メ
イ
ヤ
ロ
フ
が
ケ
ア
リ
ン
グ
の
考
察
を
終
え
る
と
き
に
は
、
全
く

宗
教
的
な
境
地
に
私
た
ち
を
導
い
て
い
く
。
感
謝
の
対
象
は
広
い
意

味
で
「
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
の
源
泉
」「
存
在
全
体
（nature

）」

で
あ
る）
42
（

。

　メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
、
そ
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論
の
座
を
、
あ
く
ま
で
も
日
常
生

活
に
置
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
ケ
ア
の

三

　メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論
に
お
け
る

　
　「場
」
の
再
考

　八
木
の
統
合
論
に
お
け
る
「
場
」
は
重
層
的
な
「
場
」
で
あ
り
、
開
か

れ
た
「
場
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
深
奥
は
、
善
と
悪
や
意
味
と
無
意

味
や
価
値
と
無
価
値
と
い
っ
た
対
立
を
超
え
、
全
て
が
許
容
さ
れ
る
無
限

の
「
場
」
で
あ
り
、
た
と
え
わ
れ
わ
れ
が
ど
こ
に
立
っ
て
い
よ
う
が
、
は

た
ら
き
か
け
、
支
え
て
く
れ
る
「
場
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
善
と
悪
、

価
値
と
無
価
値
、
意
味
と
無
意
味
と
が
対
立
す
る
世
界
に
お
い
て
も
、
た

と
え
敵
対
す
る
相
手
が
現
れ
て
も
、
そ
う
し
た
面
が
全
て
で
あ
る
わ
け
で

は
な
い
ゆ
え
に
受
容
し
、
新
た
な
統
合
体
を
形
成
す
る
よ
う
に
働
き
か
け

ら
れ
る
「
場
」
で
あ
っ
た
。

　そ
れ
で
は
、
メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論
に
お
け
る
「
場
」
は
、
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。

　メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論
は
日
常
生
活
に
座
を
置
い
て
お
り
、
そ

こ
で
語
ら
れ
る
「
場
」
も
、
そ
の
日
常
生
活
に
お
け
る
ケ
ア
す
る
者
と
ケ

ア
さ
れ
る
者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が

そ
こ
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ケ
ア
に
お
い
て
、「
存
在
の
は
か
り

知
れ
な
い
性
格
」、「
存
在
の
持
つ
神
秘
そ
の
も
の
」、「
そ
も
そ
も
森
羅
万

象
が
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
壮
大
な
神
秘
、
驚
異
」
に
触
れ
う
る

と
言
う
）
39
（

。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
こ
と
に
触
れ
て
気
づ
く
こ
と
と
し
て
次
の
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質
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訳
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訳
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参
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表
記
は
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著
の
発
行
年
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頁
を
括
弧
内
に
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「
場
」
は
、
宗
教
的
な
次
元
と
触
れ
う
る
境
界
線
上
、
日
常
と
宗
教
と
の

間
を
「
場
」
と
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
ケ
ア
は
、
無
限
の
開
け
／
無
条
件
の
赦
し
と
い
う
「
場
」
に
支
え
ら

れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
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そ
も
そ
も
ケ
ア
の
関
係
は
織
り
成
さ
れ
て
い

き
う
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
ケ
ア
は
全
て
に
開
か
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
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そ
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
全
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に

開
か
れ
て
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を
示
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っ
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わ
れ
わ
れ
の
可
能

性
を
も
示
し
て
く
れ
て
い
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の
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は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　本
論
で
は
、
メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論
に
お
け
る
「
場
」
を
、「
場

所
論
的
神
学
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提
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る
八
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け
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こ
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よ
っ
て
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教
的
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元
に

触
れ
う
る
の
で
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か
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う
可
能
性
を
見
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と
る
こ
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が
で
き
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
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か
れ
う
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と
れ
た
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れ
る
。

　メ
イ
ヤ
ロ
フ
は
日
常
の
ケ
ア
に
視
点
を
置
き
な
が
ら
も
、
そ
の
ケ
ア
は

宗
教
的
な
次
元
と
触
れ
う
る
境
界
線
上
、
日
常
と
宗
教
的
な
次
元
と
の
間

を
「
場
」
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
関
わ
り
の
「
場
」

が
無
限
の
開
け
／
無
条
件
の
赦
し
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、
日
常
と
宗
教
的
な

次
元
と
の
「
間
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
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