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暴
力
論
（
第
一
回
目
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蜜
江
田
初
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こ
れ
は
連
載
企
画
で
あ
る
。
暴
力
に
関
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
包
括
的
な
論
述
を
し
て
い
く
。
基
本
的
に
は
、

理
論
と
し
て
は
哲
学
、
ま
た
は
政
治
哲
学
、
社
会
学
の
方
面
か
ら
、
そ
し
て
扱
う
内
容
と
し
て
は
政
治
、

経
済
、
現
代
社
会
、
戦
争
―
平
和
学
、
国
際
社
会
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
等
々
一
箇
所
に
留
ま
ら
な
い
領
域
を
扱

う
つ
も
り
で
あ
る
。 

 

第
一
回
目
は
、
〈
紛
争
〉
総
論
と
し
て
、
争
い
に
関
す
る
哲
学
的
な
考
察
を
展
開
す
る
。 

  

第
一
章 

〈
紛
争
〉
総
論1 

 

□
争
い 

不
和
、
緊
張
、
対
立
、
戦
争
、
そ
う
い
っ
た
諸
々
の
こ
と
を
ひ
と
ま
と
め
に
争
い
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て

―
―
争
い
は
〈
他
〉
と
〈
他
〉
が
互
い
に
存
在
す
る
か
ら
生
じ
る
（
生
起
す
る
）
の
で
あ
ろ
う
か
？ 

も

し
こ
の
四
千
年
あ
ま
り
の
世
界
史
の
歴
史
を
運
動
と
し
て
の
戦
争
と
和
平
の
繰
り
返
し
と
捉
え
る
な
ら
ば
、

そ
こ
に
は
〈
諸
存
在
ノ
自
身
ノ
命
運
ヲ
賭
ケ
タ
地
平
〉
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。
争
い
、

な
る
ほ
ど
そ
れ
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
に
違
い
な
い
。
争
い
は
我
々
人
間
―
―
い
や
、
生
命
存
在
―
―
に

と
っ
て
本
質
的
な
事
柄
で
あ
る
。
争
い
は
我
々
の
心
を
お
び
や
か
す
、
沸
き
立
た
せ
る
、
若
し
く
は
戦
慄

へ
と
走
ら
せ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
一
部
の
賢
明
な
者
達
は
い
つ
も
争
い
か
ら
の
離
脱
を
希
求
し
、
思

考
し
て
も
い
た
。 

 

□
性
的
差
異 

人
間
同
士
の
不
和
―
―
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
の
諸
原
因
に
は
質
的
に
区
分
す
べ
き
諸
々
の
カ
テ
ゴ
リ
と
い

っ
た
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
例
を
限
定
し
て
考
え
る
。
男
女
間
の
対
立
と
い
っ
た
も
の

に
は
、
一
般
的
な
処
方
な
ど
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
い
い
し
、
そ
れ
ら
の
争
い
は
不
毛
で
あ
る
、

な
ど
と
よ
く
言
わ
れ
る
。 

 

さ
て
、
男
女
間
の
生
理
学
的
―
生
物
学
的
差
異
は
、
い
く
ら
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
議
論
（
例

え
ば
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
過
激
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論2

）
が
あ
る
と
い
え
、
や
は
り
無
視
す
る
こ
と
は

                              
1 

本
稿
で
は
「
争
い
」
と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い
て
、
お
よ
そ
紛
争
＝
暴
力
の
応
酬
と
い
っ
た
も
の
の
原
因
に
つ
い

て
哲
学
的
な
考
察
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
紛
争
論
（
暴
力
論
で
は
な
い
）
に
関
し
て
言
え
ば
、
比
較
的
若
い
学
問

領
域
と
し
て
、
法
学
の
一
分
野
に
紛
争
管
理
論
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
り
す
る
。
例
え
ば
、 

2 

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
よ
く
知
ら
れ
る
「
文
化
―
社
会
的
性
差
は
生
物
学
的
性
差
を
規
定
す
る
」
と
い
う

論
説
は
、
日
本
で
一
定
の
立
場
を
作
り
あ
げ
た
社
会
構
築
（
成
）
主
義
の
思
想
形
成
に
大
き
く
寄
与
し
た
。
し
か
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で
き
な
い3

。
そ
し
て
そ
の
生
理
学
的
―
生
物
学
的
性
差
（
肩
幅
の
違
い
、
筋
肉
の
質
、
生
殖
機
能
…
…
）

に
基
づ
い
て
各
々
に
文
化
的
役
割
―
機
能
が
付
与
な
い
し
堆
積
さ
れ
る
。
性
差
は
何
よ
り
も
機
能
と
し
て

在
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
性
の
目
的
（
機
能
）
は
何
か
と
問
え
ば
、
一
義
的
に
は
生
殖
活
動
に
よ
る

人
類
社
会
活
動
の
連
続
性
で
あ
る
。 

  

お
そ
ら
く
人
類
存
続
の
産
出
原
因
が
生
殖
活
動
以
外
に
見
出
さ
れ
な
い
限
り
、
程
度
や
形
態
の
違
い
は

あ
れ
性
別
の
違
い
に
基
づ
く
存
在
の
対
立
構
造
（
男
―
女
が
い
て
子
が
で
き
る
）
は
無
く
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。 

 

□
抑
圧
と
は
同
一
化
の
要
求
で
あ
る 

 

私
が
こ
こ
で
突
き
つ
め
た
い
の
は
、
男
女
間
の
俗
的
で
つ
ま
ら
な
い
―
―
だ
か
ら
こ
そ
重
要
？
―
―
争

い
の
根
本
的
原
因
で
あ
る
。
し
か
し
、
性
差
の
存
在
目
的
は
生
殖
活
動
を
通
じ
た
人
類
の
存
続
に
あ
る
か

ら
、
そ
れ
以
外
の
事
柄
は
ど
う
で
も
よ
い
と
か
仕
方
が
な
い
と
か
言
う
の
で
は
あ
ま
り
に
粗
末
で
あ
ろ
う
。 

                                        

                                        

      

 

し
こ
こ
で
は
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
は
そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
を
展
開
し
た
『
ジ

ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
』
の
１
９
９
９
年
新
版
の
序
文
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
（
こ
こ
で

は
便
宜
上
、
大
河
内
泰
樹
「
規
範
と
い
う
暴
力
に
対
す
る
倫
理
的
な
態
度
」（『
現
代
思
想 

臨
時
特
集
ジ
ュ
デ
ィ

ス
・
バ
ト
ラ
ー
』〔2006

、
青
土
社
〕
所
収
のpp141

に
掲
げ
ら
れ
た
翻
訳
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
）。「
こ
の
本

は
当
時
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
周
縁
で
現
に
生
き
、
あ
る
い
は
生
き
よ
う
と
す
る
人
び
と
の
、
生
き
る
に
値

す
る
（livable

）
生
活
の
可
能
性
を
拡
大
す
る
こ
と
に
一
定
の
成
功
を
収
め
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
収
め
て

い
こ
う
と
し
て
い
る
集
合
的
闘
争
と
い
う
文
化
生
活
の
一
部
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。」
つ
ま
り
ジ
ュ
デ

ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
』
で
展
開
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
は
、
学
へ
の
理
論
革
新

の
寄
与
と
い
う
以
上
に
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
々
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
鑑

み
れ
ば
、
彼
女
の
理
論
の
構
成
は
、
必
ず
し
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
、
つ
ま
り
、
彼
女
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
は
、

そ
の
目
的
の
為
に
も
現
に
中
期
・
現
在
へ
と
わ
た
っ
て
変
容
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の

そ
の
よ
う
な
理
論
変
遷
に
関
し
て
は
、
先
ほ
ど
あ
げ
た
大
河
内
論
文
や
、
清
水
晶
子
「
キ
リ
ン
の
サ
バ
イ
バ
ル
の

た
め
に
」（『
現
代
思
想 

臨
時
特
集
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
』
所
収
）
等
で
確
認
・
検
討
が
で
き
る
。 

3 

我
々
は
後
に
性
的
差
異
と
は
質
的
差
異
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
量
的
差
異
と
い
う
説
明
で
は
足

り
な
い
の
で
あ
る
。 
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も
う
一
度
、
今
ま
で
の
議
論
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
功
績
を
参
照
す
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
の
活
動
が
賢
明
に
も
発
見
し
た
の
は
、
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
男
が
女
を
抑
圧
、
封
じ
込
め
て
き
た
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
。
人
類
の
歴
史
の
担
い
手
―
―
主
体
は
男
性
で
あ
り
、
女
性
は
閉
鎖
的
な
家
庭
で
家
事

と
い
う
名
の
無
償
労
働
を
強
い
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
す
ら
マ
シ
な
方
で
と
も
す
れ
ば
家
庭
外
―
＝

社
会
の
闇
へ
投
げ
出
さ
れ
る
か
―
―
。
そ
こ
で
は
女
性
は
抑
圧
さ
れ
る
。
抑
圧
と
は
排
除
か
？ 

そ
う
で

は
な
い
、
そ
れ
は
見
せ
か
け
だ
け
の

、
、
、
、
、
、
、
排
除
に
す
ぎ
な
い
。
抑
圧
と
は
、
排
除
し
つ
つ
、
そ
れ
を
内
包
し
も

す
る
と
い
う
、
二
重
の
形
態
の
縛
り
で
あ
る
。 

も
う
少
し
こ
の
点
、
抑
圧
の
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
を

見
て
み
よ
う
。
排
除
し
つ
つ
、
内
包
す
る
、
と
い
う
こ

の
プ
ロ
セ
ス
は
、
支
配
者
の
被
支
配
者
へ
の
同
一
化
の

．
．
．
．

要
求
／
へ
の
従
属

．
．
．
．
．
．
．
で
あ
る
。
男
た
ち
は
言
う
、「
我
ニ
従

エ
！
」
。 

そ
こ
で
女
性
の
主
体
性
と
い
う
主
体
性
は
削

除
さ
れ
、
抹
殺
さ
れ
、
消
去
さ
れ
る
。
そ
し
て
女
性
は

男
の
従
属
者
と
し
て
の
悲
し
き
存
在
―
―
〈
主
体
存
在
〉

と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
く
ら
い
悲
惨
な
―
―
を
付

与
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
で
男
（
性
）
は
女
（
性
）

を
ど
う
や
っ
て
そ
の
内
包
に
持
ち
込
む
の
だ
ろ
う
か
。 

  

そ
こ
に
登
場
す
る
の
が
、
私
が
社
会
＝
世
間
＝
常
識

と
呼
ぶ
媒
介
項
、
メ
デ
ィ
ウ
ム
で
あ
る
。
男
は
女
を
支

配
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
社
会
＝
世
間
＝
常
識
を
男
性

の
論
理
．
．
で
埋
め
尽
く
し
て
し
ま
う
。
実
は
男
女
の
争
い

が
起
こ
っ
て
い
る
と
き
男
が
本
当
に
相
手
し
て
い
る
の

は
女
で
は
な
く
て
、
こ
の
社
会
＝
世
間
＝
常
識
な
の
で

あ
る
（
だ
か
ら
多
く
の
男
性
は
女
性
と
真
の
意
味
で
向

き
合
っ
て
お
ら
ず
、
自
己
の
論
理
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た

つ
ま
ら
な
い
ナ
ル
シ
ズ
ム
に
浸
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で

あ
る
！
）
。
男
（
性
）
の
論
理

．
．
．
．
．
．
．
―
―
男
は
仕
事
女
は
家
、

子
供
の
事
は
ヨ
メ
、
男
の
方
が
エ
ラ
イ
…
…
―
―
に
よ
．
．

っ
て
埋
め
尽
く
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ウ
ム
と
し
て
の
社
会
＝

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

世
間
＝
常
識
は
折
り
か
え
っ
て
そ
の
一
般
性
を
男
性
諸
存
在
と
女
性
諸
存
在
に
対
し
て
観
念
や
行
動
様
式

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

と
し
て
送
り
込
む
。

．
．
．
．
．
．
．
．
こ
の
こ
と
で
、
男
性
は
、
あ
あ
や
は
り
私
た
ち
は
正
し
か
っ
た
の
だ
と
開
き
直
り
、

女
性
は
私
た
ち
は
仕
方
な
い
の
ね
と
諦
観
す
る
。
男
性
が
女
性
を
再
―
支
配
す
る
。
そ
う
し
て
永
遠
に
支

配
は
続
く
と
い
う
わ
け
だ
。 

 

も
し
メ
デ
ィ
ウ
ム
が
な
け
れ
ば
存
在
と
し
て
の
男
と
女
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
平
等
で
あ
ろ
う
（
差
異

の
尊
重
！
）。
メ
デ
ィ
ウ
ム
が
存
在
し
な
け
れ
ば
。
し
か
し
男
は
巧
み
に
メ
デ
ィ
ウ
ム
を
我
が
も
の
と
し
、
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そ
し
て
世
界
全
体
を
自
己
と
そ
の
家
臣
と
で
埋
め
尽
く
し
て
し
ま
う
わ
け
だ
。 

 

お
そ
ら
く
、
男
が
女
を
支
配
す
る
、
支
配
し
よ
う
と
す
る
の
に
は
、
欲
望
の
運
動
が
関
わ
っ
て
い
る
。

互
い
に
〈
他
〉
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
自
己
に
と
っ
て
の
〈
他
〉
を
〈
同
〉
に
変
え
て
し
ま

い
た
い
と
い
う
暴
力
的
な
欲
望
が
―
―
。
と
も
か
く
、
互
い
に
（
質
的
に
）
異
な
る
存
在
と
し
て
の
男
と

女
は
、
前
者
が
社
会
＝
世
間
＝
常
識
と
い
う
メ
デ
ィ
ウ
ム
を
巧
み
に
利
用
す
る
こ
と
で
、
後
者
を
抑
圧
―

支
配
す
る
。 

 

□
“
明
る
き
”
中
立
性
の
立
場 

 

こ
の
よ
う
な
抑
圧
の
プ
ロ
セ
ス
―
構
造
は
、“
暗
き
”
中
立
性
の
立
場
と
私
が
呼
ぶ
も
の
の
動
き
と
極
め

て
近
接
し
て
い
る
。“
暗
き
”
中
立
性
の
立
場
と
は
、
例
え
ば
Ｂ
と
Ｃ
が
口
論
し
て
い
る
時
に
、
Ａ
が
聞
き

手
役
と
し
て
乗
っ
か
る
際
「
俺
／
私
は
ど
ち
ら
に
も
最
初
か
ら
は
味
方
し
な
い
よ
」
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

簡
単
に
い
え
ば
裁
判
所
の
立
場
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。 

 

裁
判
所
の
ご
と
き
“
暗
き
”
中
立
性
の
立
場
は
、
一
般
性
を
か
な
り
志
向
す
る
中
立
性
で
あ
る
。
か
か

る
中
立
性
は
、
具
体
的
解
決
と
し
ば
し
ば
衝
突
す
る
。
と
い
う
の
は
、
先
程
の
事
例
で
、
Ｂ
と
Ｃ
は
本
当

に
い
つ
で
も
Ａ
の
よ
う
な
聞
き
方
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？ 

つ
ま
り
、「
ど
ち
ら
に
も
味
方
、
、
す
る

こ
と
の
な
い
」
意
見
な
ど
欲
す
る
で
あ
ろ
う
か
？ 

こ
の
点
が
問
題
で
あ
る
。 

 

“
暗
き
”
中
立
性
は
、
争
い
の
両
当
事
者
間
の
衡
平4

と
い
う
よ
り
も
公
平
、
つ
ま
り
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ

た
解
決
を
目
指
す
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。 

 

世
界
各
国
の
民
亊
・
刑
事
・
憲
法
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
領
域
で
の
判
決
文
を
よ
く
よ
く
眺
め
る
と
分
か
る
こ

と
だ
が
、
判
決
文
に
は
よ
く
「
社
会
通
念

．
．
．
．
に
照
ら
し
て
考
慮
す
る
と
…
…
」（
強
調
筆
者
）
、「
社
会
の
お
よ

．
．
．
．
．

そ
常
識
と
い
っ
た
も
の

．
．
．
．
．
．
．
．
．
に
鑑
み
る
と
…
…
」
（
同
）
と
い
う
、
マ
ジ
ッ
ク
・
ワ
ー
ド

mag
ic w

ord

が
散
見

さ
れ
る5

。
つ
ま
り
、
裁
判
所
は
、
事
件
の
判
断
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
論
理
構
成
に
お
い
て
あ
の
社
会
＝
世

界
＝
常
識
と
い
う
メ
デ
ィ
ウ
ム
を
参
照
す
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
の
で
あ
る
！ 

6 

こ
れ
こ
そ
は
男
性
が
女

                              
4 

「
衡
平
」
は
、
法
律
の
専
門
用
語
で
あ
る
。equity

（
エ
ク
イ
テ
ィ
）
と
呼
ば
れ
、
公
平
／
正
義 

justice

の
観
念
と
あ
る
種
の
対
を
な
す
。
衡
平
（
エ
ク
イ
テ
ィ
）
は
中
世
の
封
建
社
会
の
諸
裁
判
の
中
で
生
ま
れ
、
詳
し

く
は
省
く
が
、
大
胆
に
い
え
ば
よ
り
個
別
の
事
案
・
要
素
に
着
目
し
て
特
殊
・
例
外
の
理
論
・
判
断
を
導
き
出
す

そ
の
判
断
精
神
な
い
し
基
準
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
エ
ク
イ
テ
ィ
と
対
を
な
す
英
米
法
由
来
の
コ
モ

ン
・
ロ
ーcommon law

は
、
基
本
的
に
、
一
般
的
・
普
遍
的
な
判
断
作
用
を
構
成
す
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
判

断
精
神
は
「
公
平
」
そ
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。 

5 

た
と
え
ば
、
日
本
国
民
法
の
事
例
だ
が
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
瑕
疵
担
保
責
任
と
は
売
買
の

目
的
物
に
隠
れ
た
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
売
り
主
の
側
に
課
さ
れ
る
担
保
責
任
の
こ
と
を
い
う
（
民
法
５
７
０
条
）

の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
隠
れ
た
」
と
い
う
文
言
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
当
該
売
買
の
取
引
に
お
い
て
、
飼
い
主
の

側
が
「
通
常
．
．
要
求
さ
れ
る
程
度
の
注
意
」
を
用
い
て
も
発
見
で
き
な
い
こ
と
、
な
ど
と
説
明
さ
れ
る
。
実
務
上
で

は
、
こ
の
「
通
常
要
求
さ
れ
る
程
度
」
が
ど
の
程
度
で
あ
る
か
を
実
質
的
に
争
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、

法
律
は
多
く
の
場
面
に
お
い
て
、
社
会
通
念
、
一
般
人
、
通
常
、
な
ど
と
い
う
極
め
て
曖
昧
な
文
言
に
よ
る
判
断

基
準
を
採
用
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
当
然
具
体
的
な
解
決
を
望
ん
で
い
る
当
事
者
の
視
点
に
立
っ
て
も
、
十
分
に

問
題
と
し
て
構
成
す
る
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。 

6 

こ
れ
は
筆
者
の
個
人
的
な
考
え
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
私
は
法
学
部
生
時
代
、
判
決
文
に
お
け
る
「
社
会
通
念
」

と
か
「
特
段
の
事
情
」
と
い
う
極
め
て
あ
や
ふ
や
な
マ
ジ
ッ
ク
・
ワ
ー
ド
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
多
少
調
べ
て
い
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性
を
支
配
す
る
際
に
用
い
た
メ
デ
ィ
ウ
ム
の
悪
し
き

、
、
、
活
用
で
あ
る
。 

 

つ
ま
り
“
暗
き
”
中
立
性
と
は
社
会
＝
世
間
＝
常
識
を
参
照
す
る
、
と
い
う
特
権．
的
な
立
場
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
権
力
性
も
し
く
は
権
力
形
態
に
気
が
付
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
俺
／
私
は
ど
ち

ら
の
味
方
も
し
な
い
よ
」
と
言
う
Ａ
は
、
そ
の
実
、
社
会
＝
世
間
＝
常
識
を
時
と
し
て
味
方
に
つ
け
て
い

た
の
だ
。 

  

こ
れ
に
対
し
て
、“
明
る
き
”
中
立
性
の
立
場
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
自
己
の
中

心
と
い
う
も
の
を
建
設
的
に
捉
え
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
の
過
程
の
さ
中
に
あ
る
。
先
程
の
口
論
し
て
い

た
Ｂ
と
Ｃ
は
、
明
ら
か
に
「
自
分
の
主
張
を
親
身
に
聞
い
て
も
ら
い
た
い
」
と
思
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、「
自
分
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
社
会
的
に
判
断
し
て
良
く
な
い
の
か
ど
う
か
」
と
い
う
点
も
と
て
も
大

切
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
裁
判
所
の
み
が
争
い
の
解
決
人
で
は
な
い
。
Ｂ

も
Ｃ
も
、
ま
ず
自
分
の
話
を
分
か
っ
て
く
れ
る
人
を
本
当
は
探
し
た
い

の
だ
…
…
。
さ
す
れ
ば
、
た
と
え
こ
の
Ｂ
と
Ｃ
に
よ
る
争
い
が
不
毛
な

ま
ま
仲
互
い
に
終
わ
っ
た
と
し
て
も
、
Ｂ
も
Ｃ
も
孤
独
は
免
れ
る
。
そ

う
、
あ
ら
ゆ
る
争
い
に
お
い
て
孤
独
を
免
れ
る
こ
と
は
強
調
し
て
も
強

調
し
過
ぎ
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
大
切
で
あ
る
。
不
毛
な
争
い
と
い
う
の

は
、
孤
独
を
生
産
し
す
ぎ
る
争
い
の
こ
と
を
言
う
の
だ7

。 

 

“
明
る
い
”
中
立
性
の
立
場
は
、
自
己
の
内
容
・
内
実
・
実
質
を
あ
る

程
度
自
律
化8

さ
せ
た
ま
ま
、
〈
他
〉
へ
と
向
か
う
／
と
付
き
合
う
。 

 

そ
の
と
き
、
彼
／
彼
女
は
社
会
＝
世
間
＝
常
識
と
い
う
メ
デ
ィ
ウ
ム

を
使
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
例
え
ば
あ
る
〈
他
〉
が
「
～

は
ど
う
思
う
？
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
難
し
い
こ
と
を
聞
い
て
き
た
と

し
た
ら
、
自
己
の
内
容
を
主
軸
に
、
自
己
の
内
実
に
忠
実
に
耳
を
傾
け

                                        

                                        

      

 

た
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
到
底
体
系
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
判

例
に
お
い
て
は
、
社
会
通
念
を
判
断
基
準
に
す
る
と
い
っ
た
極
め
て
危
な
い
論
理
構
成
が
、
い
つ
ど
の
時
点
で
使

わ
れ
る
の
か
が
、
予
測
不
可
能
に
近
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
の
安
定
性
を
揺
る
が
す
。
こ
の
マ
ジ
ッ
ク
・
ワ
ー

ド
使
用
の
非
・
体
系
性
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
調
査
・
分
析
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

7 

も
ち
ろ
ん
、
孤
独
を
免
れ
る
こ
と
が
争
い
を
解
決
す
る
全
て
で
は
な
い
。
裁
判
所
の
機
能
は
、
紛
争
対
立
関
係

に
あ
る
両
当
事
者
に
と
っ
て
も
公
平
に
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
解
決
を
目
指
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
裁
判
所
の
判
断

が
個
別
性
・
特
殊
性
を
全
く
無
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
前
掲
脚
注
３
で
紹
介
し
た
「
衡
平
」
の
判
断
精

神
が
そ
も
そ
も
法
シ
ス
テ
ム
の
中
に
形
成
さ
れ
内
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
そ
れ
に
、
個
別
性
だ
け
に

逃
げ
る
こ
と
が
、
正
し
い
争
い
の
解
決
だ
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。“
暗
き
”
中
立
性
の
立
場
と
、“
明
る
き
”
中

立
性
の
立
場
を
区
別
す
る
も
の
は
、
そ
の
意
見
斟
酌
が
ど
の
程
度
一
般
性
に
傾
く
か
具
体
性
に
傾
く
か
の
、
そ
の

傾
向
性
の
違
い
な
の
で
あ
る
。 

8 

筆
者
は
こ
こ
で
、「
自
律
」
と
い
う
概
念
を
、
主
に
社
会
学
者
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
発
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー

シ
ス
論
に
負
っ
て
い
る
。
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
詳
し
い
説
明
は
省
く
と
し
て
、
筆
者
が
こ
こ
で
言
い
た
い
の

は
、（ⅰ

）
あ
る
閉
鎖
し
た
（ⅱ

）
そ
れ
自
身
の
内
部
で
体
系
＝
シ
ス
テ
ム
が
正
常
に
作
動
し
て
い
る
よ
う
な
空

間
な
い
し
拡
が
り
と
し
て
の
場
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。 
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て
そ
の
聞
こ
え
て
き
た
声
を
返
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
、
そ
し
て
そ
れ
の
み
が
本
当
の
「
真
摯
な
対

応
・
態
度
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

“
明
る
き
”
中
立
性
の
立
場
に
は
も
う
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
そ
れ
は
、〈
他
〉
を
否
定
し
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
思
う
に
、
中
途
半
端
な
全
否
定
は
（
テ
キ
ト
ー
な
ダ
メ
発
言
、
真
意
の
な
い
誹

謗
中
傷
）
は
良
き
も
の
を
一
つ
も
も
た
ら
さ
な
い
。〈
他
〉
の
他
性
を
、
自
己
の
内
実
と
は
違
う
と
知
っ
て
、

そ
し
て
そ
の
上
で
そ
の
差
異
を
た
だ
単
純
に
楽
し
む
―
―
享
楽
す
る
の
で
あ
る
！ 

な
ぜ
差
異
が
愉
し
き

対
象
に
成
る
の
か
？ 

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
自
己
の
内
容
―
実
質
が
あ
る
程
度
形
成
さ
れ
て
は
じ
め
て
、

諸
々
の
〈
他
〉
の
他
性
と
い
っ
た
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
の
で
あ
る
。
そ
し

て
自
己
と
は
違
う
存
在
へ
と
生
成
し
た
〈
他
〉
を
、
尊
重
．
．
す
る
こ
と
、
敬
意
を
払
う

．
．
．
．
．
こ
と
―
―
、
こ
れ
で

あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
い
う
差
異
の
肯
定
と
い
う
思
想
は
、
こ
の
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か9

。 

 

“
明
る
き
”
中
立
性
の
立
場
は
、
自
己
の
内
実
を
集
中
し
て
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
他
〉
と
関
わ

り1
0

、
そ
こ
で
は
じ
め
て
自
己
と
は
違
う
〈
他
〉
の
他
性
の
存
在
生
成
に
感
動
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ

の
“
明
る
き
”
中
立
性
の
立
場
か
ら
、
果
た
し
て
残
酷
な
争
い
の
発
生
の
余
地
な
ど
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う

か
。 

 

□
ガ
ン
ジ
ー
の
非
暴
力 

 

全
て
の
人
が
ガ
ン
ジ
ー
の
よ
う
に
な
れ
た
ら
、
我
々
が
ガ
ン
ジ
ー
を
本
気
で
敬
愛
し
ま
た
実
践
も
す
れ

ば
、
あ
る
い
は
争
い
は
こ
の
世
界
か
ら
消
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
二
千
年
代
に
入
っ
て
ア
メ

リ
カ
と
日
本
の
政
治
領
域
に
「
決
断
主
義
」1

1

の
旋
風
が
巻
き
起
こ
り
そ
れ
が
な
く
な
ら
な
い
現
在
、
た
と

え
ば
決
断
主
義
は
、「
沈
黙
す
る
こ
と
（
決
定
す
る
か
ど
う
か
を
保
留
に
し
て
お
く
こ
と
）」
を
「
決
定
に

従
わ
な
い
こ
と
」
と
全
く
違
う
も
の
に
す
り
替
え
、
そ
し
て
決
断
し
な
い
も
の
を
ど
ん
ど
ん
置
き
去
り
に

す
る
ど
こ
ろ
か
後
で
勝
手
に
巻
き
込
む
の
だ
っ
た
。
ガ
ン
ジ
ー
の
非
暴
力
も
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
危
険
性

に
落
ち
込
む
。
非
暴
力
、
そ
れ
は
諦
め
て
我
々
に
従
属
す
る
こ
と
に
も
な
る
ぞ
、
そ
れ
で
も
い
い
の
だ
な
、

そ
れ
で
は
臣
下
と
な
り
た
ま
へ
…
…
。
な
ん
と
、
長
っ
た
ら
し
く
荒
ん
だ
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
あ
る
こ
と
か
。

し
か
し
非
暴
力
の
概
念
は
た
し
か
に
こ
の
決
断
主
義
の
圧
倒
的
速
さ
に
う
ま
く
対
抗
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ス
イ
ス
の
永
世
中
立
性
、
日
本
国
憲
法
第
９
条
。
世
界
は
い
ま
や
二
千
十
年
代
に
入
っ
て
、
再
び
動
乱
の

                              
9 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
想
の
最
大
の
要
約
は
、
要
す
る
に
「
差
異
を
肯
定
せ
よ
！
」
と
い
う
こ
と
だ
と
私
見
と
し
て

は
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
の
深
い
意
味
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
私
が
こ
れ
か
ら
探
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

10 

エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と 

新
訳
版
』（1991

、
紀
伊
国
屋
書
店
）
に
お
い
て
は
、
愛
に

つ
い
て
、
ま
ず
何
よ
り
も
「
自
己
を
愛
す
る
こ
と
」
の
重
要
さ
が
語
ら
れ
る
。「
自
己
を
愛
」
し
て
は
じ
め
て
、

次
の
ス
テ
ッ
プ
、
相
手
や
世
界
へ
の
愛
＝
肯
定
が
は
ぐ
く
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
本
記
述
は
、
こ
の
フ
ロ
ム
の
卓
越

し
た
愛
論
に
も
大
き
く
近
接
し
て
い
る
。 

11 

「
決
断
主
義
」
と
は
、2000

年
代
の
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
や
小
泉
政
権
の
よ
う
な
、「
と
に
か
く
シ
ロ
ク
ロ
つ
け
て

き
め
て
か
か
る
」
政
治
の
姿
勢
の
こ
と
を
指
す
が
、
評
論
家
の
宇
野
常
寛
は
そ
の
盛
大
な
著
作
『
ゼ
ロ
年
代
の
想

像
力
』
に
お
い
て
、
そ
う
い
っ
た
政
治
の
領
域
に
お
け
る
決
断
主
義
の
風
潮
が
、
文
化
に
お
い
て
も
中
心
的
モ
ー

ド
に
な
っ
て
い
た
と
述
べ
る
（
宇
野
常
寛
『
ゼ
ロ
年
代
の
想
像
力
』〔2008

、
早
川
書
房
〕
第
五
章
の
記
述
参
照
）。

決
断
主
義
の
悪
し
き
弊
害
は
、
本
文
に
書
い
た
通
り
で
あ
る
。
声
な
き
も
の
も
無
理
や
り
声
を
出
し
た
こ
と
に
偽

装
し
て
し
ま
う
の
だ
。 
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時
期
を
迎
え
は
じ
め
て
い
る
。 

 

そ
れ
で
も
私
た
ち
は
ガ
ン
ジ
ー
の
こ
と
を
、
非
暴
力
の
夢
を
、
一
瞬
た
り
と
も
忘
れ
る
べ
き
で
な
い
。

ガ
ン
ジ
ー
の
非
暴
力
は
イ
ン
ド
と
い
う
場
所
の
第
二
次
世
界
大
戦
期
間
と
い
う
時
間
に
お
い
て
そ
の
結
晶

を
み
た
。
私
た
ち
は
彼
の
魂
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
う
ま
く
変
容
さ
せ
展
開
さ
せ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

□
結
論 

 

結
局
、
争
い
の
根
本
に
あ
る
も
の
は
、
①
互
い
に
異
な
る
存
在
が
い
る
こ
と
、
そ
し
て
②
ど
ち
ら
か
が

も
う
一
方
に
対
し
て
同
一
化
を
要
求
＝
抑
圧
す
る
こ
と
か
ら
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
大
き
な
処
方
箋

と
な
る
の
は
、
社
会
＝
世
間
＝
常
識
と
い
う
メ
デ
ィ
ウ
ム
を
使
う
の
で
は
な
く
、
非
暴
力
の
精
神
を
受
け

継
ぎ
な
が
ら
、
自
己
の
内
実
の
声
に
忠
実
に
耳
を
傾
け
て
、〈
他
〉
と
の
差
異
を
肯
定
で
き
る
か
ど
う
か
な

の
だ
。
我
々
の
争
い
、
そ
し
て
私
た
ち
の
肯
定
！
（
了
） 


