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学
ぶ
の
は
働
く
た
め
で
あ
り
、
働
く
の
は
、
生
き
残
り
、
よ
り
よ
く
生
き
る
（
幸
福
）
の
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
問
い
に
対
す
る
一
般
的
な
回
答

で
あ
る
。
し
か
し
老
い
が
深
ま
り
、
死
を
前
に
す
る
こ
と
で
ま
す
ま
す
顕
わ
に
な
っ
て
来
る
の
が
「
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
同

様
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
我
々
を
駆
り
立
て
る
得
体
の
知
れ
な
い
シ
ス
テ
ム
に
酷
使
さ
れ
つ
つ
働
く
者
に
と
っ
て
も
「
何
の
た
め
に
働
く
の
か
？
」
と
い
う

問
い
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
。「
働
く
意
味
」
が
不
明
瞭
に
な
れ
ば
、「
学
ぶ
意
味
」
も
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
傾
向
は
今
後
ま
す
ま
す
深
刻
な
も

の
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
間
が
抱
え
る
意
味
と
無
意
味
の
矛
盾
が
歴
史
を
通
じ
て
顕
わ
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
が
宗
教
・
芸
術
・

哲
学
の
要
求
の
源
泉
で
あ
る
。
人
間
が
本
性
的
に
矛
盾
を
抱
え
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
う
し
た
要
求
は
誰
に
お
い
て
も
前
提
で
き
る
が
、
同
時
に
人
間
は
本

性
的
に
こ
う
し
た
矛
盾
か
ら
目
を
逸
ら
し
、
日
常
生
活
に
埋
没
す
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
人
間
が
生
き
る
の
も
働
く
の
も
自
分
が
そ
の
身
に
生
ま
れ
た

「
人
間
」
を
学
ぶ
た
め
で
あ
る
と
し
て
、
宗
教
・
芸
術
・
哲
学
を
根
幹
に
置
い
た
生
涯
学
習
の
可
能
性
に
言
及
し
た
。

は
じ
め
に

こ
こ
で
は
、
我
々
自
身
も
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
に
自
ら
哲
学
す
る
主
体
と
し
て
取
り
組
む
と

い
う
姿
勢
で
、
こ
の
人
類
に
と
っ
て
も
っ
と
も
古
く
、
か
つ
つ
ね
に
新
し
い
問
い
、
そ
う
し

て
現
今
も
っ
と
も
さ
し
せ
ま
っ
た
問
い
を
、
可
能
な
限
り
他
の
思
想
家
の
名
を
出
さ
ず
に
自

分
の
言
葉
で
哲
学
し
て
み
た
い
。

学
ぶ
の
は
何
の
た
め
？

つ
い
最
近
講
義
中
に
、
学
生
（
教
育
学
部
）
に
「
君
た
ち
は
こ
こ
で
何
の
た
め
に
学
ん
で

い
る
の
か
？
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
就
職
の
た
め
で
す
」
と
い
う
明
確
な
回
答
が
返
っ
て

き
た
。
以
前
、
人
文
学
部
の
学
生
に
同
じ
質
問
を
し
た
と
こ
ろ
、「
し
た
い
勉
強
が
で
き
る

か
ら
」
と
い
う
回
答
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
こ
の

問
い
に
対
す
る
回
答
は
学
部
の
特
性
を
反
映
す
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
他
の
大
学
の
人
文
学

部
で
あ
れ
ば
、
学
者
に
な
る
と
い
う
目
的
で
「
就
職
の
た
め
」
と
考
え
る
学
生
も
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
私
が
尋
ね
た
学
生
は
「
就
職
？
知
る
か
、
そ
ん
な
も
の
」
と

い
っ
た
感
じ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
お
そ
ら
く
は
就
職
と
切
り
離
し
て
学
び
た
い
か
ら
学
ぶ
、

と
い
う
意
志
を
持
っ
て
大
学
で
学
ん
で
い
る
学
生
は
少
数
派
に
属
す
る
の
だ
ろ
う
。

私
は
以
前
、
附
属
中
学
の
校
長
を
３
年
間
務
め
た
。
校
長
挨
拶
の
折
に
入
学
と
は
何
か
、

卒
業
と
は
何
か
等
、
何
々
と
は
何
か
、
と
い
っ
た
哲
学
的
な
問
い
を
投
げ
か
け
た
。「
校
長

人
は
何
の
た
め
に
学
び
、
何
の
た
め
に
働
き
、
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か
？
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の
部
屋
」
を
「
哲
学
ル
ー
ム
」
と
し
て
昼
休
み
に
生
徒
が
訪
問
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
こ
う

し
た
営
み
を
通
じ
て
、
中
学
生
の
中
に
は
哲
学
に
対
す
る
関
心
や
興
味
が
あ
る
こ
と
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
附
属
中
学
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
彼
ら
は
「
発
問
」
中
心
の
所

謂
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
に
習
熟
し
て
お
り
、
教
科
に
対
し
て
も
学
問
的
な
興
味
を

持
っ
て
素
敵
な
考
え
を
披
露
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
し
ば
し
ば
驚
い
た
。
し
か
し
そ
う

は
い
っ
て
も
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
、
学
校
を
終
え
れ
ば
塾
へ
と
急
ぐ
。
彼
ら
の
最
大
の
関
心

事
は
や
は
り
有
名
進
学
校
へ
の
進
学
だ
。
彼
ら
が
学
ぶ
目
的
の
中
心
に
受
験
が
あ
る
こ
と
は

疑
い
よ
う
が
な
い
。
高
校
進
学
の
先
に
は
大
学
進
学
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
は
就
職
が

あ
る
。
結
局
彼
ら
の
大
方
も
、
学
ぶ
の
は
働
く
た
め
で
あ
る
と
い
う
の
が
本
音
だ
ろ
う
。

「
働
く
た
め
に
学
ぶ
」
と
い
う
考
え
方
は
、
生
徒
・
学
生
と
い
っ
た
就
学
者
の
ト
レ
ン
ド

で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
高
度
成
長
期
を
過
ぎ
、
経
済
発
展
に
陰
り
が
見
え
始
め
た
こ
ろ

か
ら
、
規
制
緩
和
が
進
み
、
多
く
の
大
学
・
学
部
が
乱
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
加
え
て
18

歳
人
口
の
激
減
を
近
い
将
来
に
控
え
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
始
め
る
と
、
受
験
生
の
獲
得
を

巡
っ
て
大
学
間
で
熾
烈
な
競
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
企
業
は
そ
れ
ま
で

大
学
に
「
人
間
を
育
て
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
、
あ
く
ま
で
企
業
内
教
育
を
重
視
す
る
風

潮
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
そ
の
余
裕
を
失
っ
て
大
学
に
「
即
戦
力
」
の
育
成
を
求

め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
資
格
を
売
り
物
に
し
て
受
験
生
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
大

学
が
増
え
始
め
、
大
学
教
育
は
職
業
人
教
育
に
大
き
く
舵
を
切
る
こ
と
に
な
る
。
私
は
平
成

４
（1992

）
年
か
ら
平
成
22
（2010

）
年
ま
で
地
方
の
私
立
大
学
に
勤
務
し
、
こ
う
し
た
流

れ
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
私
は
国
立
大
学
で
勤
務
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ

が
、
そ
こ
で
も
政
府
主
導
で
大
学
改
組
が
進
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
改
革
も
少
子
化
や
財
政

難
を
背
景
に
し
た
も
の
で
、
基
本
的
に
は
学
生
定
員
の
縮
小
を
狙
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
効

率
の
観
点
、
具
体
的
に
い
え
ば
社
会
に
役
に
立
つ
か
ど
う
か
（
貢
献
度
）
と
い
う
尺
度
で
行

お
う
と
す
る
。
運
営
費
交
付
金
を
盾
に
取
っ
て
、
各
大
学
に
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
存
在
意
義
）
を

定
め
さ
せ
、
計
画
を
立
て
さ
せ
、
そ
の
成
果
を
評
価
さ
せ
る
。
私
は
教
育
学
部
に
所
属
し
て

い
る
が
、
存
在
意
義
は
そ
の
地
方
に
お
け
る
教
員
養
成
と
い
う
こ
と
に
特
化
さ
れ
る
。
も
は

や
教
育
学
部
と
い
う
名
称
も
文
科
省
の
文
面
に
は
見
ら
れ
な
い
。
教
員
養
成
大
学
・
学
部
と

呼
ば
れ
る
。
学
部
で
は
教
免
を
出
さ
な
い
非
養
成
系
の
課
程
が
廃
止
さ
れ
、
教
員
も
教
育
現

場
で
実
務
経
験
を
持
つ
者
の
割
合
を
増
大
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
大
学
院
も
教
職
大
学
院

に
改
組
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
成
果
は
端
的
に
そ
の
地
方
に
お
け
る
就
職
率
、
教
職
大
学
院

で
言
え
ば
定
員
充
足
率
だ
。
す
べ
て
が
社
会
の
役
に
立
つ
と
い
う
視
点
か
ら
の
改
革
で
あ
る

こ
と
は
明
瞭
だ
。
も
は
や
社
会
の
役
に
立
た
な
い
大
学
は
そ
の
存
在
す
ら
許
さ
れ
な
い
。
こ

れ
ま
で
の
教
養
教
育
は
大
き
く
切
り
詰
め
ら
れ
、
替
わ
っ
て
使
え
る
英
語
、
パ
ソ
コ
ン
リ
テ

ラ
シ
ー
が
導
入
さ
れ
、
従
来
の
一
般
教
養
科
目
は
「
専
門
バ
カ
」
に
な
ら
な
い
た
め
の
資
質

能
力
を
養
う
と
い
う
視
点
か
ら
再
編
成
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
私
立
大
学
の
み
な
ら
ず
、
国
公

立
大
学
に
お
い
て
も
職
業
人
教
育
に
完
全
に
舵
を
切
っ
た
と
言
え
る
。

小
中
学
校
や
高
校
で
の
教
育
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
私
が
校
長
を
務
め
て
い
た
附
属
中

学
校
で
も
大
学
と
並
行
し
て
改
革
を
迫
ら
れ
た
。
エ
リ
ー
ト
校
と
し
て
の
附
属
は
も
う
要
ら

な
い
、
地
域
に
役
に
立
つ
附
属
に
生
ま
れ
変
わ
れ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
学
習
指

導
要
領
が
改
訂
さ
れ
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」（
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
）
と

い
う
言
葉
が
流
行
語
の
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
字
面
は
学
び
の
本
質
に
迫
る
も
の
の
よ
う

に
見
え
る
が
、
そ
の
本
質
は
「
実
際
の
社
会
や
生
活
で
生
き
て
働
く
知
識
及
び
技
能
、
未
知

の
状
況
に
も
対
応
で
き
る
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
な
ど
、
学
ん
だ
こ
と
を
人
生
や
社
会

に
活
か
そ
う
と
す
る
学
び
に
向
う
力
、
人
間
性
な
ど
」
と
あ
る
よ
う
に
、
予
測
の
で
き
な
い

現
代
社
会
を
生
き
抜
く
た
め
に
役
に
立
つ
資
質
能
力
の
育
成
が
主
眼
で
あ
る
。
校
長
職
を
辞

し
た
後
も
学
部
の
附
属
担
当
副
学
部
長
と
し
て
引
き
続
き
改
革
に
当
た
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
頃
か
ら
情
報
化
社
会
に
対
応
す
べ
く
、GIGA

ス
ク
ー
ル
構
想
（
一
人
一
台
端
末
環
境
）

が
実
現
に
向
け
て
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
最
近
の
生
成A

I

の
教
育
現
場
へ
の

導
入
を
見
て
も
、
情
報
化
社
会
の
流
れ
の
速
さ
に
教
育
が
つ
い
て
行
っ
て
い
な
い
の
が
現
状

だ
。現

在
世
界
的
な
規
模
で
情
報
化
が
猛
烈
な
ス
ピ
ー
ド
で
進
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
情
勢
の

中
で
企
業
や
日
本
経
済
が
生
き
残
る
た
め
に
、
そ
れ
に
相
応
し
い
人
材
の
育
成
が
急
務
と
な

ろ
う
。「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
もGIGA

ス
ク
ー
ル
構
想
も
こ
う
し
た
社
会
的
な

ニ
ー
ズ
（
要
求
）に
教
育
の
側
か
ら
応
え
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
社
会
的
・

職
業
的
自
立
を
目
指
し
て
小
学
校
か
ら
継
続
的
に
実
施
さ
れ
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
（
早
期
退
職

者
、
フ
リ
ー
タ
ー
、
ニ
ー
ト
の
増
大
が
直
接
の
背
景
と
も
言
わ
れ
て
い
る
）
も
こ
う
し
た
流

れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

生
涯
学
習
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
や
リ
ス
キ
リ
ン
グ
教
育
が
「
働
く
」

こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
放
送
大
学
や
カ
ル
チ
ャ
ー
セ

ン
タ
ー
な
ど
は
ど
う
だ
ろ
う
。
私
が
以
前
勤
務
し
て
い
た
私
立
大
学
で
は
、
法
学
部
・
経
営

学
部
と
い
っ
た
従
前
の
学
部
で
は
受
験
生
が
集
ま
ら
な
い
た
め
、
両
学
部
を
合
併
し
て
サ
ー

ビ
ス
産
業
学
部
と
い
う
、
ま
さ
に
職
業
人
教
育
に
定
位
し
た
学
部
を
平
成
16
年
に
開
設
し
た

が
、
そ
の
際
そ
の
一
つ
の
コ
ー
ス
に
ス
ポ
ー
ツ
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ス
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
一
方
で
ス
ポ
ー
ツ
ア
ス
リ
ー
ト
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で

ア
ス
リ
ー
ト
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
ス
ポ
ー
ツ
の
好
き
な
受
験
生
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し

て
、
将
来
ス
ポ
ー
ツ
関
連
の
企
業
へ
の
就
職
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
コ
ー
ス
に
は
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ス
ポ
ー
ツ
経
営
学
の
教
授
陣
が
招
か
れ
、
地
域
ス
ポ
ー
ツ
の
研
究
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
大

学
を
拠
点
と
し
た
「
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
」
を
開
設
し
た
。
多
種
目
・
多
世
代
を

謳
い
、
ス
ポ
ー
ツ
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
文
化
活
動
を
も
含
ん
だ
生
涯
学
習
の
一
環
と
見
做
す

こ
と
が
で
き
る
。
最
初
は
大
学
教
員
が
主
導
し
た
が
、
す
ぐ
に
参
加
者
主
体
の
経
営
に
移
行

し
た
。
私
は
こ
の
ク
ラ
ブ
に
開
設
当
初
か
ら
関
わ
っ
て
お
り
、
現
在
で
も
「
哲
学
し
て
み
よ

う
！
」
と
い
う
講
座
を
担
当
し
て
い
る
が
、
先
日
メ
ン
バ
ー
に
「
何
の
た
め
に
学
ぶ
の
か
？
」

と
尋
ね
た
。
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
年
金
生
活
者
で
あ
る
。
脳
ト
レ
の
た
め
、
人
間
を
学
ぶ

こ
と
で
他
人
に
や
さ
し
く
な
れ
る
か
ら
、
学
び
た
い
か
ら
学
ぶ
、
と
い
っ
た
答
え
が
返
っ
て

き
た
。
哲
学
を
学
ん
で
優
し
く
な
れ
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
解
答
は
ほ
ぼ
、

精
神
面
で
の
健
康
維
持
と
趣
味
（
楽
し
い
か
ら
や
る
）
で
括
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ

う
し
た
学
び
の
目
的
は
も
ち
ろ
ん
「
働
く
」
で
は
な
い
。
元
気
に
楽
し
く
生
き
る
た
め
で
あ

る
。

働
く
の
は
何
の
た
め
？

そ
れ
で
は
働
く
の
は
何
の
た
め
だ
ろ
う
。
学
生
に
聞
く
と
異
口
同
音
に
「
お
金
」
と
答
え

る
。
彼
ら
に
言
わ
せ
れ
ば
、
学
ぶ
の
は
単
位
の
た
め
、
単
位
は
卒
業
の
た
め
、
卒
業
は
就
職

の
た
め
、
働
く
の
は
お
金
の
た
め
、
お
金
は
生
き
る
（
善
く
生
き
る
＝
幸
福
）
た
め
で
あ
る
。

「
生
き
る
」
な
い
し
幸
福
と
い
う
こ
と
で
何
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
一
戸
建

て
に
住
み
た
い
・
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
み
た
い
、
結
婚
し
た
い
・
し
た
く
な
い
、
子
ど
も
が
欲

し
い
・
要
ら
な
い
等
々
、
様
々
な
意
見
が
出
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
イ
メ
ー
ジ
は
あ
る
よ
う
だ
。

学
ぶ
の
が
就
職
の
た
め
と
い
う
の
は
一
面
的
で
あ
る
が
、
働
く
の
は
お
金
の
た
め
と
い
う
の

も
そ
れ
に
劣
ら
ず
一
面
的
だ
。
そ
こ
で
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
を
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
見
る
と
、

あ
る
サ
イ
ト
で
は
「
働
く
こ
と
の
意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
人

生
の
目
的
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
」
と
し
た
上
で
、「
働

く
こ
と
の
意
味
」
を
①
お
金
②
自
己
実
現
③
社
会
に
欠
か
せ
な
い
歯
車
の
一
つ
に
な
る
④
次

の
世
代
に
こ
の
社
会
を
引
き
継
い
で
い
く
、
の
四
つ
を
挙
げ
、
そ
う
し
て
最
後
に
「
働
く
こ

と
の
意
味
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
こ
の
か
け
が
え
の
な
い
社
会
を
い
ま
の
子
ど
も
た
ち
へ

と
引
き
継
い
で
い
く
た
め
と
い
う
答
え
に
た
ど
り
着
く
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
が
「
人

生
の
目
的
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
「
予
測
の
で
き
な
い
現
代
社

会
」
と
い
う
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
掲
げ
た
際
の
文
科
省
の
時
代
認
識
と
は

異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
知
識
・
情
報
・
技
術
を
め
ぐ
る
変
化
の
早
さ
が
加
速
度
的
と

な
り
、
情
報
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
っ
た
社
会
的
変
化
が
、
人
間
の
予
測
を
超
え
て
進
展

す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
」
と
な
っ
て
い
た
。
早
期
退
職
や
フ
リ
ー
タ
ー
、
ニ
ー
ト
に

な
り
か
ね
な
い
若
者
に
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
を
行
う
の
で
あ
る
か
ら
、
生
涯
収
入
の
話
か
ら

始
め
、
働
く
こ
と
に
生
き
が
い
（
生
き
る
意
味
）
を
見
出
さ
せ
る
こ
と
が
主
眼
に
な
る
の
は

当
然
で
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
は
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
、
な
ど
と
脅
か
す
の
は
趣
旨
に
反

す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
に
せ
よ
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
に

せ
よ
、
発
想
の
根
本
は
同
じ
で
、
社
会
に
役
立
つ
こ
と
（
社
会
貢
献
）
と
個
人
の
生
き
が
い

（
自
己
実
現
）
と
が
結
び
つ
く
こ
と
で
、
社
会
も
個
人
も
生
き
残
れ
、
よ
り
よ
い
生
活
（
幸

福
）
に
与
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
れ
が
「
働
く
意
味
」
の

さ
し
あ
た
っ
て
の
「
正
解
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

生
き
る
の
は
何
の
た
め
？

こ
う
し
て
年
金
生
活
者
以
外
の
個
人
に
と
っ
て
も
、
社
会
に
と
っ
て
も
、
学
ぶ
の
は
働
く

た
め
で
あ
り
、
働
く
の
は
、
生
き
残
り
、
よ
り
よ
く
生
き
る
（
幸
福
）
の
た
め
で
あ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
考
え
方
に
は
限
界
が
あ
る
。
年
金
生
活
開
始
の
時
期
が
後
ろ
倒
し

に
な
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
う
は
い
っ
て
も
や
は
り
い
つ
ま
で
も
働
け
る
と
い
う
訳
で
は
な

い
。
人
は
必
ず
働
く
こ
と
か
ら
引
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
る
と
も
は
や
働
く
こ

と
に
生
き
る
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
前
は
大
き
な
家
族
の
中
で
年
寄
り
の
役

割
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
核
家
族
の
進
む
中
で
働
け
な
く
な
っ
た
年
金
生
活
者
は
、
最

初
に
紹
介
し
た
ク
ラ
ブ
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
何
時
ま
で
も
元
気
で
楽
し

く
生
き
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
て
肉
体
的
な
健
康
の
た
め
に
様
々
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
提
供
さ

れ
、
健
康
や
美
容
の
た
め
の
商
品
が
出
回
る
。
高
額
の
商
品
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
人
々
は

ボ
ケ
防
止
の
た
め
の
脳
ト
レ
を
行
い
、
人
生
を
楽
し
く
生
き
る
た
め
の
様
々
の
趣
味
の
サ
ー

ク
ル
に
も
熱
心
に
参
加
す
る
。
し
か
し
こ
の
考
え
方
に
も
限
界
が
あ
る
。
年
金
生
活
と
い
う

経
済
的
な
制
約
も
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
高
齢
者
が
年
を
と
る
と
い
う
こ

と
は
、
こ
れ
ま
で
思
い
描
い
て
い
た
健
康
や
幸
福
を
失
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ

る
。
ま
し
て
死
を
前
に
す
れ
ば
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
死
の
直
前

ま
で
希
望
を
捨
て
ず
に
前
向
き
に
生
き
る
と
い
う
生
き
方
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

そ
の
希
望
な
る
も
の
に
は
た
し
て
意
味
を
見
い
だ
せ
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
が
問
題
で
あ
る
。

私
が
講
師
を
務
め
て
い
る
地
域
ク
ラ
ブ
に
参
加
し
て
い
る
高
齢
者
は
実
に
生
き
生
き
と
し

て
い
る
。
し
か
し
彼
ら
は
む
し
ろ
例
外
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
働
く
こ
と
を
唯
一
の
生

き
が
い
に
し
て
き
た
者
が
退
職
後
に
趣
味
に
も
健
康
に
も
興
味
を
持
て
ず
に
、
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と

テ
レ
ビ
を
見
、
そ
の
う
ち
に
テ
レ
ビ
に
も
興
味
を
持
て
な
く
な
り
、
眠
っ
て
ば
か
り
い
る
よ

う
に
な
る
、
動
か
な
い
か
ら
必
然
的
に
動
け
な
く
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
一
例
に
過
ぎ
な
い

が
同
様
の
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
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人は何のために学び、何のために働き、何のために生きるのか？



働
く
の
は
生
き
る
た
め
、
幸
福
の
た
め
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
働
け
な
く
な
っ
た
後
の

生
活
も
含
め
て
の
考
え
だ
ろ
う
。
し
か
し
思
い
描
い
て
い
た
幸
福
は
次
第
に
失
わ
れ
て
行
く
。

あ
る
い
は
そ
も
そ
も
退
職
後
の
人
生
に
意
味
を
う
ま
く
見
い
だ
せ
な
い
。
こ
う
し
て
老
い
が

深
ま
り
、
死
を
前
に
す
る
こ
と
で
ま
す
ま
す
顕
わ
に
な
っ
て
来
る
の
が
「
何
の
た
め
に
生
き

る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
問
い
が
起
る
の
は
ど
う
い
う
時
だ
ろ
う
。
人
は
自
分
が
生
き
（
存
在
し
）、
そ

の
存
在
に
意
味
（
価
値
）
を
見
出
す
と
い
う
在
り
方
（
自
由
）
を
決
し
て
手
放
す
こ
と
は
な

い
。
し
か
し
人
は
自
ら
が
人
間
の
身
を
生
き
る
と
い
う
在
り
方
を
自
分
で
置
い
た
の
で
な
い

以
上
、
与
え
ら
れ
た
人
間
の
身
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
と
自
由
と
は
矛
盾
す
る
。「
与
え
ら

れ
て
あ
る
こ
と
」
と
「
自
ら
の
活
動
に
よ
っ
て
有
る
」
こ
と
と
の
矛
盾
が
苦
し
み
や
悲
し
み

を
伴
っ
て
顕
わ
と
な
る
時
、
生
き
る
意
味
へ
の
問
い
が
起
こ
る
。
老
い
や
病
、
死
と
い
う
も

の
が
そ
う
し
た
問
い
へ
の
機
縁
と
な
る
は
す
ぐ
に
分
か
る
が
、
そ
も
そ
も
人
間
の
身
を
生
き

る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
与
え
ら
れ
た
身
と
自
由
と
の
間
の
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
が
故
に
、

思
い
通
り
に
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
生
の
全
体
が
そ
う
し
た
問
い
へ
の
機
縁
と
な

り
得
る
。

「
ど
う
せ
死
ぬ
の
に
な
ぜ
生
き
る
の
か
」。
こ
う
し
た
問
い
は
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
主
体
的
な

努
力
が
、
与
え
ら
れ
た
人
間
の
生
に
使
役
さ
れ
消
費
さ
れ
る
虚
し
さ
を
言
っ
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
の
祖
先
も
、
こ
れ
か
ら
の
子
孫
も
同
じ
よ
う
に
生
ま
れ
、
食
欲
や
性
欲
、
金
銭
欲
、
名

誉
欲
、
権
力
欲
な
ど
（
こ
れ
ら
の
欲
の
根
源
も
暗
く
ど
こ
ま
で
も
分
か
ら
な
い
）
に
酷
使
さ

れ
な
が
ら
生
き
、
そ
う
し
て
死
ん
で
い
く
。
し
か
も
そ
れ
は
自
分
の
生
死
で
な
く
て
も
一
向

に
構
わ
な
い
。
無
意
味
な
繰
り
返
し
。
世
界
が
ど
こ
ま
で
文
明
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
最
後
に

は
終
わ
り
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
か
に
無
意
味
に
使
役
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚

は
我
々
に
生
き
る
意
味
へ
の
問
い
を
引
き
起
こ
す
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
感
覚
は
懸
命
に
働
い
て
い
る
さ
な
か
に
も
起
こ
り
得
る
。
近
代
以
降
個
人
に
せ

よ
、
国
家
、
企
業
と
言
っ
た
共
同
体
に
せ
よ
、「
自
ら
の
活
動
に
よ
っ
て
有
る
」
こ
と
が
原

理
（
近
代
的
原
理
）
と
な
っ
て
世
界
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
、
企
業
、

国
家
、
経
済
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
科
学
技
術
、
情
報
な
ど
、
人
間
が
作
っ
た
も
の
が
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
、
シ
ス
テ
ム
を
成
し
て
動
い
て
い
る
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
「
自
ら
の
活

動
に
よ
っ
て
有
る
」
と
い
う
近
代
的
原
理
に
従
っ
て
、
止
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
そ
う

な
る
と
、
個
人
、
企
業
、
国
家
な
ど
は
そ
れ
に
駆
り
立
て
ら
れ
、
使
役
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
加
速
度
的
に
そ
の
ス
ピ
ー
ド
を
増
し
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
も
分
か
ら
な
い
。
誰
も
が
シ

ス
テ
ム
の
歯
車
と
な
る
。
成
功
し
た
者
も
失
敗
し
た
者
も
歯
車
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
。
交
換
可
能
だ
。
名
を
挙
げ
た
者
も
そ
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

そ
の
者
で
な
け
れ
ば
別
の
者
が
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
い
た
だ
け
の
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う

に
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
酷
使
さ
れ
る
中
で
懸
命
に
働
く
こ
と
の
意
味
が
問
い
と
化
す
。「
私

は
一
体
何
の
た
め
に
働
く
の
か
？
」。

働
く
こ
と
の
意
味
が
不
明
瞭
に
な
れ
ば
、「
働
く
た
め
に
学
ぶ
」
と
考
え
ら
れ
て
き
た
「
学

ぶ
意
味
」
も
不
明
瞭
と
な
る
は
ず
だ
。
そ
れ
で
も
個
人
は
働
か
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い

し
、
学
ば
な
け
れ
ば
働
け
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
学
ば
ざ
る
を
得
な
い
。
企
業
や
国
家
も
さ
ら

に
自
ら
を
拡
大
さ
せ
な
け
れ
ば
生
き
残
れ
な
い
か
ら
、
有
能
な
人
材
（
歯
車
）
を
育
成
す
べ

く
、
個
人
を
教
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
生
き
る
こ
と
も
、
働
く
こ
と
も
、
学
ぶ
こ
と
も
そ
の
意
味
が
空
洞
化
し
な
が
ら

も
、
我
々
は
そ
の
虚
無
か
ら
目
を
背
け
、
ひ
た
す
ら
生
き
残
る
た
め
に
、
学
び
、
働
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

人
間
の
矛
盾

生
き
残
る
た
め
に
生
き
る
、
こ
う
し
た
自
己
目
的
と
い
う
近
代
的
原
理
は
、
歴
史
を
通
じ

て
個
人
に
お
い
て
も
、
世
代
交
代
と
い
う
形
で
人
類
に
お
い
て
も
、
シ
ス
テ
ム
と
い
う
形
で

歴
史
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
顕
わ
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
自
己
拡
大
し
つ
つ
た
だ
た
だ
繰
り
返

す
そ
う
し
た
在
り
方
の
根
柢
に
虚
無
が
開
け
る
。
し
か
も
そ
れ
は
無
意
味
に
我
々
を
駆
り
立

て
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
「
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か
？
」
と
い
う
問
い

は
そ
も
そ
も
「
生
き
る
意
味
は
あ
る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
に
な
っ
て
い
く
。

す
べ
て
が
無
意
味
な
繰
り
返
し
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
て
も
、

我
々
は
知
り
得
な
い
け
れ
ど
も
、
実
は
〈
こ
れ
〉
と
言
う
こ
と
の
で
き
な
い
無
限
の
意
味
が

我
々
に
は
あ
り
、
そ
れ
は
我
々
一
人
一
人
の
一
生
を
貫
い
た
使
命
と
い
う
形
で
、
あ
る
い
は

そ
の
つ
ど
応
答
す
べ
き
行
為
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
た
と
え

我
々
の
生
が
何
か
に
無
意
味
に
使
役
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
無
意
味
の
繰
り
返

し
の
一
瞬
一
瞬
を
生
き
る
こ
と
に
意
味
を
見
出
す
生
き
方
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
こ
う
し
た
「
意
味
付
け
」
も
や
は
り
自
我
の
側
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
意

味
が
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
逆
に
言
え
ば
自
我
が
そ
の

根
柢
に
無
意
味
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
証
し
し
て
い
る
。
我
々
は
無
意
味
を
直
視
す
る
こ
と

が
で
き
ず
に
何
か
に
意
味
を
求
め
て
そ
れ
に
と
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
無
意
味

を
嫌
う
。
意
味
を
見
出
せ
な
け
れ
ば
我
々
は
行
動
が
で
き
な
い
か
ら
だ
。
我
々
は
日
常
的
な

行
動
の
す
べ
て
に
一
々
取
り
立
て
て
意
識
は
し
な
い
け
れ
ど
も
意
味
を
感
じ
て
い
る
。
意
味

付
け
の
難
し
い
状
況
に
陥
っ
て
も
、
そ
れ
は
試
練
で
あ
る
、
運
命
だ
、
と
い
う
よ
う
な
仕
方

で
意
味
付
け
を
行
う
。
我
々
は
意
味
の
世
界
し
か
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
う
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し
た
自
我
に
よ
る
意
味
の
世
界
の
根
柢
が
無
意
味
で
あ
る
こ
と
も
、
上
述
の
如
く
否
定
し
よ

う
が
な
い
。
我
々
は
意
味
と
無
意
味
の
分
裂
に
引
き
裂
か
れ
、
両
者
の
矛
盾
を
生
き
て
い
る
。

こ
う
し
た
人
間
の
抱
え
る
分
裂
な
い
し
矛
盾
が
宗
教
・
芸
術
（
文
学
を
含
む
）・
哲
学
の
要

求
の
源
泉
で
あ
る
。

宗
教
・
芸
術
・
哲
学
の
要
求

我
々
は
自
分
の
存
在
の
根
柢
が
矛
盾
で
あ
る
こ
と
を
見
た
く
な
い
も
の
だ
か
ら
、
す
べ
て

は
現
実
の
中
で
解
決
す
べ
き
だ
し
、
ま
た
解
決
で
き
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
こ
う
し
て
人

生
ほ
ど
明
ら
か
な
も
の
は
な
い
が
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
逆
に
人
生
の
根
柢
に
隠
れ

た
矛
盾
の
深
刻
さ
を
証
明
し
て
い
る
。
人
間
は
現
実
世
界
で
は
宗
教
・
芸
術
・
哲
学
を
ま
る

で
必
要
と
し
て
い
な
い
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
根
柢
に
お
い
て
つ
ね
に
宗
教
・
芸
術
・

哲
学
を
要
求
し
て
い
る
と
言
え
る
。
問
題
は
こ
う
し
た
要
求
が
人
間
の
本
性
的
な
傾
向
に

よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

人
間
が
抱
え
る
分
裂
な
い
し
矛
盾
が
「
哲
学
の
要
求
」
の
源
泉
で
あ
る
と
し
た
の
は
ヘ
ー

ゲ
ル
で
あ
る
。
そ
の
際
ヘ
ー
ゲ
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
の
内
容
を
真
実
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か

ら
、
矛
盾
の
解
決
は
す
で
に
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
）
の
う
ち
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
れ
故
「
哲
学
の
要
求
」
の
遂
行
は
宗
教
の
も
つ
表
象
の
形
式
を
概
念
の
形
式
に
転
換

す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
我
々
は
こ
う
し
た
前
提
を
持
っ
て
い
な
い
。

我
々
は
何
ら
か
の
縁
に
よ
っ
て
自
ら
の
内
な
る
矛
盾
を
自
覚
し
、
あ
る
い
は
内
な
る
要
求

に
促
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
縁
に
応
じ
、
あ
る
者
は
救
い
を
求
め
て
宗
教
に
、
あ
る
者
は

浄
化
を
求
め
て
芸
術
に
、
あ
る
者
は
解
決
を
求
め
て
哲
学
に
向
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
と
関
わ

れ
ば
関
わ
る
ほ
ど
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
人
間
の
抱
え
る
矛
盾
を
離
れ
て
救
い
や
浄
化
、

解
決
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
・
芸
術
・
哲
学
を
通
じ
て
自
分
が
そ
の
身
に
生
ま
れ
て
き

た
「
人
間
」
を
ど
こ
ま
で
も
学
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

学
ぶ
の
は
働
く
た
め
、
働
く
の
は
（
老
後
も
含
め
て
）生
き
る
た
め
、
と
考
え
る
者
は
「
生

き
る
の
は
何
の
た
め
？
」
と
い
う
問
い
に
早
晩
突
き
当
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
て
そ

れ
は
人
間
の
本
性
的
な
隠
蔽
傾
向
に
逆
ら
っ
て
、
早
晩
「
生
き
る
意
味
」
の
み
な
ら
ず
、「
働

く
意
味
」
や
「
学
ぶ
意
味
」
を
問
い
直
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

学
ぶ
意
味
再
考

グ
ロ
ー
バ
ル
規
模
の
得
体
の
知
れ
な
い
シ
ス
テ
ム
が
そ
の
回
転
の
度
を
速
め
る
に
つ
れ
、

教
育
は
職
業
人
教
育
に
変
貌
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
。
な
る
ほ
ど
現
場
（
企
業
内
）
で
行

う
に
せ
よ
、
学
校
で
行
う
に
せ
よ
、
す
べ
て
の
者
が
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、

現
在
、
す
べ
て
の
者
に
職
業
人
教
育
は
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
人
間
の
生
涯
を
見

据
え
た
も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
者
が
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
教
育
の
学
校
で
教

育
目
標
と
し
て
実
際
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
15
歳
時
の
生
徒
像
か
、
せ
い
ぜ
い
10
年
後
、

20
年
後
の
人
間
像
で
あ
ろ
う
。
老
い
や
死
を
見
据
え
た
も
の
は
皆
無
で
は
な
い
か
。
し
か
し

教
育
が
自
立
の
支
援
で
あ
る
な
ら
ば
、
職
業
人
と
し
て
の
自
立
以
前
に
老
い
、
そ
し
て
死
ぬ

ま
で
の
人
間
の
一
生
を
見
据
え
た
「
人
間
教
育
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
職
業
人
教
育
」
が
「
人
間
教
育
」
で
な
い
こ
と
は
別
の
側
面
か
ら
も
言
え
る
。「
職
業
人

教
育
」
が
育
て
る
の
は
企
業
や
国
家
経
済
に
と
っ
て
役
に
立
つ
人
材
、
そ
の
意
味
で
「
歯
車
」

で
あ
る
。
人
間
を
手
段
と
し
て
扱
う
こ
と
を
目
指
す
教
育
で
あ
る
。
人
間
の
一
生
を
見
据
え

た
「
人
間
教
育
」
は
「
人
間
」
と
し
て
の
自
立
を
支
援
す
る
教
育
、「
人
間
」
に
ま
で
形
成

す
る
教
育
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

教
職
採
用
試
験
を
受
け
る
者
の
誰
も
が
暗
記
し
な
が
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
無
理
だ
と
し
て

そ
れ
以
上
考
え
よ
う
と
も
し
な
い
の
が
、
教
育
基
本
法
第
１
条
だ
。
そ
こ
に
は
「
教
育
の
目

的
」
と
し
て
ま
ず
「
人
格
の
完
成
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
い
て
「
国
民
の
育
成
」

が
掲
げ
ら
れ
る
。
制
定
時
に
様
々
な
議
論
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
何
故
「
人
格
の
完
成
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
ま
た
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
な
の
か
、
は
っ
き
り
し
た
と

こ
ろ
は
何
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
こ
の
句
が
こ
こ
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で

は
、「
教
育
の
目
的
」
が
「
人
格
の
完
成
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と
、
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
を
考
え
る
こ
と
が
国
民
の
課
題
と
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
故
こ
こ
で
は
歴

史
的
な
経
緯
を
離
れ
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

ま
ず
こ
こ
に
は
「
人
格
の
完
成
」
と
「
国
民
の
育
成
」
の
み
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
注

意
し
た
い
。
人
は
誰
し
も
が
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
実
質
的
に

推
し
進
め
ら
れ
て
い
る
「
職
業
人
の
育
成
」
に
つ
い
て
は
一
言
も
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

次
に
「
人
格
の
完
成
」
と
「
国
民
の
育
成
」
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。「
職
業
人
」
が
企
業
や
国
家
経
済
に
役
に
立
つ
人
材
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ

を
育
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
を
手
段
と
し
て
扱
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
役
に
立

た
な
け
れ
ば
そ
の
人
間
に
存
在
価
値
は
な
い
。
こ
こ
で
は
人
間
は
「
人
格
」
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
「
国
民
」
は
ど
う
か
。
第
１
条
に
は
「
平
和
で
民

主
的
な
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者
と
し
て
必
要
な
資
質
を
備
え
た
心
身
と
も
に
健
康
な
国
民

の
育
成
」
と
あ
る
。
こ
れ
も
平
和
で
民
主
的
な
国
家
及
び
社
会
を
形
成
す
る
た
め
に
、
と
い

う
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
教
育
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
人
間
は
「
人
格
」
と

し
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
こ
こ
で
の
「
人
格
」

は
決
し
て
他
の
手
段
と
な
ら
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
「
人
間
と
し
て
」
以
外
の
如
何
な
る
条
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件
も
付
か
な
い
資
格
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
制
定
以
前
に
は
「
人
間
性
の
開

発
」
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
（
天
野
貞
祐
）
も
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
「
人
間
性
」
と

は
「
人
間
の
全
可
能
性
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
場
合
で
す
ら
人
間
を
「
人

間
性
＝
人
間
の
全
可
能
性
」
と
い
う
「
人
間
」
以
外
の
も
の
で
条
件
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。

改
定
時
（
平
成
18
年
）
の
文
相
（
小
坂
憲
次
）
は
「
人
格
の
完
成
」
に
つ
い
て
「
各
個
人
の

備
え
る
あ
ら
ゆ
る
能
力
を
可
能
な
限
り
、
か
つ
調
和
的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
明
ら
か
に
人
間
を
「
能
力
」
で
押
さ
え
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
第
１
条
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、「
人
格
」
と
は
決
し
て
他
の
手
段
と
な

る
こ
と
も
な
く
、
如
何
な
る
条
件
も
付
か
な
い
「
人
間
と
し
て
の
資
格
」
と
い
う
こ
と
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
人
格
」
概
念
は
「
尊
厳
」
と
い
う
語
に
馴
染
み
や
す
い
。

ま
た
改
定
時
に
は
「
完
成
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
も
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
到
達
不
可
能

な
も
の
を
目
標
に
す
る
の
は
ど
う
か
、
と
い
う
疑
義
に
対
し
小
坂
文
相
は
不
可
能
だ
か
ら
目

指
す
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
「
教
育
」
が
自
立
の
支
援
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
だ
ろ
う
。

自
立
と
は
一
人
前
の
人
間
に
な
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
の
も
動
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し

そ
れ
が
到
達
不
可
能
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
は
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
一
人
前
に
は
な

れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
文
言
を
残
す
の
で
あ
れ
ば
、
別
の
解
釈
を
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
解
釈
を
試
み
た
い
。

人
は
誰
し
も
自
分
の
こ
と
を
「
人
間
」
だ
と
思
っ
て
い
る
。「
人
間
」
が
何
で
あ
る
か
は

分
か
り
き
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
自
分
が
そ
の
身
に
生
ま
れ
て
き
た
「
人
間
」

は
ど
こ
ま
で
も
分
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
古
来
人
間
の
本
質
（
何
で
あ
る
か
）
が
様
々
に

規
定
さ
れ
て
き
た
（
理
性
的
、
自
覚
的
、
政
治
的
・
社
会
的
動
物
等
）
が
、
こ
れ
ら
の
規
定

は
す
べ
て
「
人
間
」
以
外
の
も
の
で
人
間
を
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。「
人
間
」
は
そ
う

し
た
規
定
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
、
そ
う
し
た
規
定
を
欠
く
な
ら
ば
「
人
間
」
と
は
見
な

さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
「
人
間
」
そ
の
も
の
は
こ
う
し
た
規
定
の
い
ず
れ
で
も
な

い
こ
と
も
明
ら
か
な
こ
と
だ
。
む
し
ろ
「
人
間
」
と
は
こ
う
し
た
分
か
り
き
っ
て
い
る
と
さ

れ
て
い
る
「
人
間
」
に
つ
い
て
の
知
が
破
ら
れ
、
そ
の
無
知
が
顕
わ
に
な
る
所
で
立
ち
上
が

る
目
覚
め
の
体
験
の
言
葉
だ
。「
人
格
」
と
い
う
言
葉
も
、
そ
の
「
尊
厳
」
と
い
う
言
葉
も
、

そ
う
し
た
体
験
の
中
で
名
付
け
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
う
し
た
い
わ
ば
「
無
知
の
知
」
が

「
愛
知
（
哲
学
）」
の
無
窮
の
営
み
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
ど
こ
ま
で
も
分
か
ら

な
い
「
人
間
（
人
格
）」
に
出
会
い
、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
学
ん
で
い
く
身
が
定
ま
る
こ
と
、

こ
れ
が
「
人
格
の
完
成
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
人
格
の
完
成
」
と
は
道
徳
的
に
完
全
無
欠
な

神
の
如
き
存
在
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
し
、
可
能
性
と
し
て
の
、
あ
る
い

は
能
力
と
し
て
の
人
間
性
を
開
発
す
る
、
と
い
う
意
味
で
も
な
い
。
何
か
に
仕
上
が
る
の
で

は
な
く
、
逆
に
も
と
も
と
自
分
が
そ
の
身
で
あ
る
、
ど
こ
ま
で
も
分
か
ら
な
い
人
間
に
帰
り
、

そ
こ
か
ら
「
人
間
と
は
何
か
」
と
問
い
続
け
る
身
が
定
ま
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

教
育
は
自
立
の
支
援
で
あ
る
。
職
業
人
教
育
で
あ
れ
ば
、
職
業
人
と
し
て
自
立
で
き
る
ま

で
の
支
援
を
行
う
。
国
民
（
公
民
）
の
育
成
で
あ
れ
ば
、
国
民
（
公
民
）
と
し
て
の
自
立
を

目
指
す
。
し
か
し
「
人
格
の
完
成
」
と
は
「
人
間
」
と
し
て
の
自
立
を
目
指
す
「
人
間
教
育
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
「
人
間
と
し
て
の
自
立
」
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
分
か
ら
な

い
人
間
に
帰
り
、
そ
こ
か
ら
「
人
間
と
は
何
か
」
と
問
い
続
け
る
身
が
定
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
て
現
実
社
会
に
出
る
前
に
学
問
・
芸
術
の
世
界
で
こ
れ
を
行
う
の
が
学
校
教
育
で
あ

る
。
如
何
な
る
教
科
も
最
終
的
に
「
人
間
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
に
行
き
着
く
。
そ
の

よ
う
に
し
て
「
人
間
を
学
ぶ
」
身
の
定
ま
っ
た
者
は
、
現
実
社
会
に
出
て
か
ら
も
、
働
く
こ

と
、
家
庭
生
活
を
営
む
こ
と
、
公
民
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
、
子
ど
も
を
育
て
る
こ

と
、
老
い
る
こ
と
、
病
に
な
る
こ
と
、
そ
う
し
て
死
ぬ
こ
と
に
お
い
て
、
ど
こ
ま
で
も
分
か

ら
な
い
「
人
間
」
を
学
び
続
け
る
だ
ろ
う
。

働
く
意
味
再
考

こ
う
し
て
生
き
る
の
は
、
自
分
が
そ
の
身
で
あ
る
「
人
間
」
を
学
ぶ
た
め
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
働
く
の
も
「
人
間
」
を
学
ぶ
た
め
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
想
い
起
さ
れ

る
の
が
「
哲
学
と
交
わ
る
こ
と
は
人
生
の
日
曜
日
と
み
な
さ
れ
う
る
。
…
人
間
が
一
週
間
働

く
の
は
日
曜
日
の
た
め
で
あ
り
，
一
週
間
の
労
働
の
た
め
に
日
曜
日
が
あ
る
の
で
は
な
い
」

と
い
う
「
ベ
ル
リ
ン
大
学
就
任
演
説
」
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
で
あ
る
（
ズ
ー
ル
カ
ン

プ
版
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
第
10
巻
、
４
１
２
頁
）。
個
人
・
企
業
が
生
き
残
る
た
め
に
私
人
と
し

て
働
く
こ
と
、
国
家
が
生
き
残
る
た
め
・
世
界
の
平
和
を
実
現
す
る
た
め
に
公
民
と
し
て
活

動
す
る
こ
と
は
、
現
実
社
会
と
い
う
地
盤
で
真
剣
に
営
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

そ
こ
で
は
い
か
な
る
思
想
・
目
的
も
有
限
な
も
の
と
し
て
相
互
に
対
立
・
矛
盾
し
、
生
成
消

滅
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
が
現
実
社
会
で

あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
一
見
無
意
味
な
繰
り
返
し
と
思
わ
れ
る
も
の
の
只
中
に
、
救
い
と

浄
化
と
解
決
が
あ
る
こ
と
を
教
え
る
の
が
宗
教
・
芸
術
・
哲
学
で
あ
る
。
生
き
る
意
味
に
つ

い
て
言
う
な
ら
ば
、
意
味
・
無
意
味
と
い
っ
た
こ
ち
ら
か
ら
の
意
味
付
け
を
破
っ
て
生
の
尊

厳
と
死
の
厳
粛
さ
が
現
成
す
る
と
い
う
根
本
的
な
経
験
に
促
さ
れ
て
、
人
間
と
し
て
の
生
死

を
ど
こ
ま
で
も
尋
ね
て
い
く
営
み
で
あ
る
。

生
涯
学
習
に
向
け
て

人
間
に
は
こ
う
し
た
「
人
生
の
日
曜
日
」
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
必
要
で
あ
る
。
宗
教
・
芸
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術
・
哲
学
の
要
求
は
人
間
の
已
む
に
已
ま
れ
ぬ
要
求
だ
か
ら
で
あ
る
。「
人
生
の
日
曜
日
」

実
現
の
た
め
に
は
①
聖
職
者
、
②
教
会
な
い
し
寺
院
、
③
修
道
院
な
い
し
僧
堂
、
に
相
当
す

る
も
の
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
①
の
聖
職
者
は
「
役
に
立
つ
」
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
ひ
た

す
ら
「
人
間
」
を
学
ぼ
う
と
す
る
者
で
あ
る
。
こ
う
し
た
根
本
的
な
動
機
が
あ
れ
ば
学
問
分

野
は
問
わ
な
い
。
哲
学
に
関
し
て
言
え
ば
、
先
行
研
究
を
引
き
継
い
で
、
新
し
い
知
見
を
公

表
す
る
こ
と
を
通
じ
て
社
会
に
貢
献
す
る
所
謂
「
研
究
者
」
と
は
別
に
、
役
に
立
つ
（
貢
献
）

と
か
業
績
と
い
っ
た
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
、
一
方
で
時
間
を
か
け
て
原
典
を
講
読
・
議
論
し
、

他
方
で
他
の
思
想
家
等
の
名
を
出
さ
ず
に
自
分
の
言
葉
で
本
質
的
な
考
察
・
議
論
を
行
う
者

の
こ
と
で
あ
る
。
理
系
に
範
を
取
っ
た
、
業
績
を
目
的
と
し
た
所
謂
「
研
究
者
」
以
外
に
こ

う
し
た
「
聖
職
者
」
が
い
な
け
れ
ば
、
哲
学
は
滅
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。

②
は
そ
う
し
た
聖
職
者
が
行
う
教
育
の
場
、
一
般
人
か
ら
す
れ
ば
学
び
の
場
で
あ
る
。
就

学
者
に
つ
い
て
は
学
校
が
そ
れ
に
当
る
。
現
在
義
務
教
育
課
程
に
お
い
て
、
愛
国
心
の
育
成

を
含
め
た
「
国
民
」
の
育
成
の
た
め
の
「
道
徳
」
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
。「
考
え
る
道
徳
」

と
い
い
な
が
ら
、
現
行
の
道
徳
教
育
は
結
局
徳
目
の
教
え
込
み
に
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
私

に
は
思
え
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
特
別
に
教
科
と
し
て
道
徳
を
設
け
る
必
要
は
な
い
。
学
校

生
活
の
全
体
で
徹
底
し
た
修
練
・
躾
と
し
て
の
道
徳
教
育
を
行
え
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
徳
目

を
考
え
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
体
に
覚
え
込
ま
せ
る
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
教
科
と
し

て
の
道
徳
と
は
別
に
、
あ
る
い
は
そ
の
代
り
に
、「
人
格
の
完
成
」
を
目
指
し
た
「
人
間
」

を
学
ぶ
一
貫
教
科
を
設
定
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
そ
の
際
、
思
想
と
し
て
の
宗
教
や
芸

術
（
文
学
を
含
む
）、
哲
学
が
そ
の
内
容
と
な
る
だ
ろ
う
。
社
会
人
に
つ
い
て
は
、
日
曜
日

に
教
会
に
行
く
よ
う
な
感
覚
で
、
生
涯
学
び
続
け
る
場
が
必
要
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
教
育
に

あ
た
る
の
は
①
の
聖
職
者
で
あ
る
。

③
は
、
所
謂
「
研
究
者
」
と
そ
う
し
た
専
門
の
研
究
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
職
業
に
就
く

こ
と
を
目
的
と
し
た
職
業
人
教
育
を
行
う
「
専
門
大
学
」
と
は
異
な
っ
て
、
老
若
男
女
を
問

わ
ず
、
役
に
立
つ
と
い
う
こ
と
や
業
績
を
離
れ
て
、
学
ば
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
要
求
に
襲

わ
れ
て
学
ぶ
者
が
集
ま
る
場
所
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
を
学
ぶ
学
部
と
い
う
こ
と
で
言
葉
の

本
来
の
意
味
に
お
い
て
人
文
学
部
（studia�hum

anitatis

）
と
か
、「
人
間
」
形
成
＝
教
養

（Bildung

）
学
部
と
呼
べ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
存
す
る
学
部
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
遠
く

離
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
こ
の
発
想
を
や
は
り
「
ベ
ル
リ
ン
大
学
就
任
演
説
」
に

お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
に
負
っ
て
い
る
。
彼
は
以
前
の
聖
職
者
や
修
道
僧
に
代
わ
っ
て
、

学
の
存
立
の
た
め
に
或
る
社
会
階
層
の
生
活
が
そ
れ
に
捧
げ
ら
れ
る
必
要
性
を
述
べ
て
い
た
。

そ
の
社
会
階
層
と
は
、
具
体
的
に
は
利
益
に
無
関
係
に
真
理
を
探
究
す
る
、
哲
学
者
を
始
め

と
す
る
学
者
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
大
学
が
職
業
人
教
育
に
大
き
く
舵
を
切
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
の
流

れ
は
今
後
も
っ
と
具
体
的
な
形
で
義
務
教
育
課
程
に
も
波
及
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で

も
「
人
格
」
を
完
成
さ
せ
る
「
人
間
教
育
」
が
終
了
し
な
い
う
ち
に
「
職
業
人
教
育
」
を
行
っ

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
人
間
は
こ
れ
で
食
っ
て
い
け
る
と
い
う
道
（
専
門
）
が
示
さ
れ
る

と
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
学
ぼ
う
と
し
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
職
業
を
意
識
し
た
教
育
を

義
務
教
育
課
程
に
導
入
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
児
童
生
徒
は
一
般
の
教
科
を
勉
強
し
な
く
な
る
、

あ
る
い
は
「
役
に
立
つ
」
と
い
う
観
点
か
ら
し
か
学
ば
な
く
な
る
、
と
い
う
問
題
が
今
後
生

じ
て
く
る
だ
ろ
う
（
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
も
は
や
「
問
題
」
で
す
ら
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
）。

こ
う
し
た
（
ほ
と
ん
ど
荒
唐
無
稽
で
受
け
入
れ
が
た
い
）
構
想
に
対
し
て
は
直
ち
に
、
グ

ロ
ー
バ
ル
規
模
の
シ
ス
テ
ム
の
急
速
な
発
展
の
中
で
企
業
や
国
家
が
生
き
残
る
た
め
に
、
そ

の
よ
う
な
教
育
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
、
と
の
反
論
が
返
っ
て
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
は
、
然
り
、
ま
っ
た
く
何
の
役
に
も
立
た
な
い
、
と
答
え
る
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し

他
の
何
か
に
役
立
つ
も
の
は
条
件
づ
け
ら
れ
た
有
用
性
で
あ
る
。
そ
の
有
用
性
は
そ
の
「
何

か
」
に
し
か
役
立
た
ず
、
そ
の
「
何
か
」
に
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し

ま
っ
た
く
何
の
役
に
立
た
な
い
も
の
は
、
逆
に
す
べ
て
の
も
の
に
奉
仕
す
る
が
故
に
、
す
べ

て
に
対
し
て
も
っ
と
も
役
立
つ
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
（
神
が
そ
う
で
あ
る
如
く
、
哲
学
も

ま
た
そ
う
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
た
「
ベ
ル
リ
ン
大
学
就
任
演
説
」
に
お
け
る

ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
で
あ
る
）。
こ
れ
を
、
現
実
社
会
を
「
生
き
る
力
」
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、

深
い
睡
眠
が
明
日
へ
の
活
力
と
な
る
よ
う
に
、
魂
の
深
み
に
触
れ
る
こ
と
が
結
果
と
し
て
何

よ
り
の
現
実
社
会
を
生
き
抜
く
活
力
の
源
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
「
学
ぶ
た
め
に
生
き
る
」
で
は
な
く
「
遊
ぶ
た
め
に
生
き
る
」
と
し
て
、
遊
び

こ
そ
が
「
人
生
の
日
曜
日
」
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
遊
び
の
も
つ
自
己
関

係
的
な
構
造
（
遊
ぶ
た
め
に
遊
ぶ
）
は
そ
う
し
た
構
造
を
持
つ
「
遊
び
」
自
体
の
意
味
が
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
「
学
ぶ
た
め
に
生
き
る
」
と
は
、
宗
教
に
お
け

る
神
奉
仕
の
如
く
、
ど
こ
ま
で
も
分
か
ら
な
い
「
人
間
」
を
学
び
続
け
る
こ
と
に
生
き
る
こ

と
を
捧
げ
る
生
き
方
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
我
々
の
生
は
、
思
い
を
遂
げ
た
喜
び
と
い
う

よ
う
な
自
己
満
足
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
喜
び
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
深
い
も
の
に
触
れ
る

喜
び
、
深
い
悲
し
み
で
あ
り
な
が
ら
深
い
喜
び
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
喜
び
（
浄
福
）

に
与
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
生
死
を
超
え
る
も
の
は
、
そ
う
し
た
生
死
を
超
え
た
深
み

の
体
験
よ
り
ほ
か
に
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
構
想
が
荒
唐
無
稽
に
見
え
る
の
は
、
我
々
の
内
に
宗
教
・
芸
術
・
哲
学
の
要
求

が
目
覚
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
う
し
た
構
想
に
と
っ
て
焦
眉
の
急
で
あ
る
の

（�239�）－234－

人は何のために学び、何のために働き、何のために生きるのか？



が
、
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
身
で
あ
る
、
と
い
う
要
求
を
我
々
の
内
に
聞
き
届
け
る
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
人
間
は
本
性
上
、
自
ら
の
う
ち
に
あ
る
矛
盾
か
ら
逃
避
す
る
傾
向
を
持
っ

て
い
る
か
ら
、
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
る
と
こ
ろ
ま
で
い
か
な
け
れ
ば
、
自
ら
の
う
ち
に
あ

る
本
性
的
な
要
求
の
声
は
聞
こ
え
て
こ
な
い
。
こ
う
し
た
声
が
聞
こ
え
な
い
う
ち
は
哲
学
や

芸
術
も
閑
人
の
閑
事
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
宗
教
的
要
求
も
そ
う
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
要
求
は
自
己
の
側
か
ら
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
幼
少
の
こ

ろ
か
ら
「
人
間
」
の
深
み
に
触
れ
続
け
さ
せ
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。「
人

は
何
の
た
め
に
学
び
、
何
の
た
め
に
働
き
、
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か
？
」、
そ
れ
に
対
し

て
私
は
、
働
く
の
は
生
き
る
た
め
で
あ
る
が
、
人
が
生
き
る
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
分
か
ら
な

い
人
間
に
触
れ
、
そ
れ
を
学
ぶ
た
め
で
あ
る
、
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
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