
余
暇
社
会
を
生
き
る

－
　
リ
ゾ
ー
ト
先
進
国
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
見
る
余
暇
の
生
き
方
、
老
後
の
生
き
方
－
－
－

柳

　

沢

　

垂

　

也

‖
　
今
日
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
情
勢
に
つ
い
て

昨
年
、
九
月
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
民
主
労
働
党
は
、
総
選
挙
に
お
い
て
敗
北
を
き
し
た
。
七
〇
年
代
以
来
、
社
民
党
を

中
心
と
し
た
左
派
連
合
と
、
中
央
党
、
穏
健
党
、
自
由
党
の
右
派
連
合
は
、
ほ
ぼ
互
角
の
勢
力
を
持
ち
、
交
代
を
く
り
返
し

て
き
た
が
、
前
回
の
選
挙
は
、
そ
う
い
っ
た
傾
向
と
は
、
少
し
変
っ
た
″
変
異
〟
を
含
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。

と
、
言
う
の
も
、
前
回
の
選
挙
で
は
、
そ
の
ど
ち
ら
も
が
、
過
半
数
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
議
員

数
に
お
い
て
も
、
共
に
総
数
を
減
ら
し
た
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
側
に
も
属
さ
な
い
　
″
新
民
主
党
″
が
、
キ
ヤ
ス
チ
ン
グ
ボ
ー

ド
を
握
る
第
三
勢
力
と
し
て
登
場
し
た
。

問
題
は
、
こ
の
新
党
の
正
体
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
グ
リ
ー
ン
ウ
ェ
イ
ブ
を
代
表
と
す
る
政
党
と
し
て
は
、
既
に
他
の
政

党
が
存
在
し
て
い
た
し
、
そ
の
環
境
党
は
、
今
回
、
こ
の
新
民
主
党
の
登
場
に
よ
り
、
得
票
を
減
ら
し
、
国
会
に
議
員
を
送

余

暇

社

会

を

生

き

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

四

七



生
き
る

る
最
低
限
で
あ
る
総
票
数
の
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
割
り
、
国
会
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

新
民
主
党
は
、
一
部
で
は
、
ネ
オ
ナ
チ
グ
ル
ー
プ
と
も
言
わ
れ
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
左
右
ど
ち
ら
の
側
も
、
こ
の

新
党
と
の
連
立
を
嫌
い
、
結
果
と
し
て
、
総
議
員
数
が
わ
ず
か
に
多
い
穏
健
党
を
中
心
と
し
た
右
派
連
合
が
、
政
権
を
取
る

こ
と
に
な
っ
た
。

今
回
の
政
権
交
代
は
、
選
挙
前
は
表
面
に
お
い
て
、
大
き
な
政
策
変
化
は
な
い
と
も
見
ら
れ
て
い
た
が
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ

ク
以
来
の
不
景
気
と
、
そ
れ
に
伴
う
失
業
率
の
急
増
（
但
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
ま
た
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
割
る
数
字
で
、

他
の
西
欧
諸
国
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
等
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
す
も
の
と
は
、
か
な
り
差
が
あ
る
）
。
失
業
問
題
に

ょ
る
国
内
で
の
外
国
人
労
働
者
に
対
す
る
不
滴
と
、
相
変
ず
、
流
入
し
続
け
る
難
民
を
よ
そ
お
う
経
済
難
民
の
流
入
に
い
ら

だ
つ
国
民
感
情
と
国
内
で
の
外
国
人
や
移
民
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
対
立
、
さ
ら
に
不
景
気
か
ら
の
従
来
の
福
祉
政
策
の
見

直
し
の
必
要
、
最
終
的
に
は
、
E
C
加
盟
を
数
年
先
に
控
え
て
、
他
の
西
欧
諸
国
並
み
へ
の
足
並
み
を
揃
え
る
た
め
の
さ
ま

ざ
ま
な
政
策
の
見
直
し
等
、
大
方
の
予
想
を
う
ら
ぎ
っ
て
列
挙
す
れ
ば
、
き
り
の
な
い
程
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
政
策
の
変
革
が
、

行
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

国
民
や
左
派
連
合
の
中
に
も
、
E
C
加
盟
を
前
に
、
こ
う
し
た
政
策
の
転
換
を
″
ぜ
い
肉
落
し
″
ダ
イ
エ
ッ
ト
と
し
て
、

受
動
的
な
が
ら
、
許
容
し
て
い
る
観
が
あ
る
。
こ
こ
に
、
福
祉
社
会
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
終
焉
を
告
げ
る
か
の
よ
う
な
早
急
な

意
見
さ
え
で
て
く
る
ほ
ど
で
あ
る
。

し
か
し
、
社
会
福
祉
等
一
部
で
、
切
り
下
げ
は
起
る
に
し
ろ
、
社
会
の
基
盤
ま
で
、
ま
た
人
々
の
日
常
生
活
の
隅
々
ま
で

行
き
わ
た
っ
て
い
る
″
生
き
方
〟
す
な
わ
ち
、
余
暇
を
生
き
る
そ
の
方
法
は
、
到
底
変
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。
と
言



う
の
も
、
余
暇
あ
る
い
は
リ
ゾ
ー
ト
ラ
イ
フ
そ
の
も
の
が
、
日
本
に
言
わ
れ
る
よ
う
な
経
済
主
義
や
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
に

踊
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
表
薄
的
な
性
格
の
も
の
と
は
、
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
で
騒
が
れ
て
い
る
よ
う
な
リ
ゾ
ー
ト
や
、
リ
ゾ
ー
ト
開
発
を
通
し
て
の
地
域
開
発
、
す
な
わ
ち
、
村
お
こ
し
や
町
お

こ
し
が
、
行
な
わ
れ
た
の
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
既
に
二
十
年
以
上
も
前
の
七
〇
年
代
初
め
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
地

場
産
業
育
成
に
成
功
し
、
過
疎
か
ら
人
口
の
定
着
、
増
加
に
つ
な
げ
た
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。

し
か
し
、
こ
う
言
っ
た
村
お
こ
し
・
町
お
こ
し
も
、
所
詮
、
表
皮
的
で
単
な
る
経
済
運
動
の
一
環
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え

る
。
リ
ゾ
ー
ト
生
活
や
余
暇
社
会
と
は
、
本
来
、
各
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
生
き
方
や
人
生
観
を
背
く
み
な
が
ら
、
よ
り

価
値
あ
る
有
意
義
な
人
生
を
送
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
で
は
、
二
十
数
年
に
わ
た
る
余
暇
社
会
の
あ
り
方
の
探
求
の
中
で
、
既
に
成
熟
期
に
入
っ

て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

し
た
が
っ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
余
暇
生
活
は
、
単
に
経
済
主
義
の
動
向
や
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
に
左
右
さ
れ
る
こ
と

は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
だ
ろ
う
。

結
局
、
現
在
、
日
本
の
社
会
で
声
高
に
叫
ば
れ
て
い
る
リ
ゾ
ー
ト
開
発
イ
コ
ー
ル
リ
ゾ
ー
ト
ラ
イ
フ
と
言
っ
た
数
式
は
、

こ
の
国
で
は
全
く
成
り
立
た
な
い
。
も
は
や
、
リ
ゾ
ー
ト
開
発
に
よ
る
村
お
こ
し
・
町
お
こ
し
は
、
存
在
し
な
い
と
さ
え
言

え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
の
国
の
余
暇
社
会
の
生
き
方
と
は
、
自
己
を
知
り
、
さ
ら
に
自
己
を
練
る
た
め
の
学
習
で
あ
り
、
あ
る
い
は
自
分
の
生

活
を
よ
り
自
然
に
近
づ
け
、
さ
ら
に
必
要
な
も
の
を
自
分
で
作
り
出
す
歓
び
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。

余
暇
社
会
を
生
き
る
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五

〇

消
費
型
社
会
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
で
か
げ
り
を
お
び
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
既
に
久
し
い
。
七
〇
年
代
八
〇
年
代
と
、

西
欧
社
会
の
停
滞
を
よ
そ
に
、
好
景
気
・
低
失
業
率
を
誇
っ
て
き
た
さ
す
が
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
も
、
八
〇
年
代
末
か
ら
九

〇
年
代
に
入
り
、
そ
の
影
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
き
て
い
た
。

し
か
し
、
人
々
の
生
活
そ
の
も
の
が
″
貧
し
く
″
な
っ
て
き
た
か
と
言
え
ば
、
ノ
ー
で
あ
ろ
う
。
逆
に
　
″
豊
か
に
〟
な
っ

た
と
言
う
人
の
方
が
多
い
で
あ
ろ
う
。

実
質
的
マ
イ
ナ
ス
成
長
の
社
会
で
、
人
々
は
ア
ル
タ
ー
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
も
う
一
つ
の
生
活
を
選
択
し
た
の
で
あ
り
、
物
よ

り
も
精
神
的
な
ゆ
た
か
さ
の
追
求
に
時
間
を
さ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
現
状
は
ま
だ
ま
だ
、
そ
の
段
階
か
ら
は
、
は
る
か
に
遠
い
。
か
つ
て
の
福
祉
社
会
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
長
い
間
理
解

さ
れ
ず
、
ま
だ
今
日
も
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
的
福
祉
の
精
神
と
は
ど
う
言
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
よ
く
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、

世
界
的
に
時
代
が
大
き
く
転
換
し
て
し
ま
っ
て
い
く
中
で
、
お
そ
ら
く
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
的
余
暇
の
過
し
方
も
、
日
本
で
は

こ
の
先
十
年
も
、
そ
れ
以
上
も
過
ぎ
な
い
と
理
解
さ
れ
な
い
か
と
思
う
。

か
つ
て
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
福
祉
社
会
も
、
豊
か
な
物
質
社
会
に
立
脚
し
て
い
た
が
、
そ
の
基
盤
で
あ
っ
た
豊
か
な
物
質
社

会
は
、
日
本
を
含
め
て
今
世
界
中
で
変
革
し
て
い
き
つ
つ
あ
る
。
こ
の
時
、
や
は
り
、
日
本
で
も
現
在
の
よ
う
な
、
商
業
的

ま
た
物
質
的
余
暇
社
会
の
追
求
は
、
不
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
真
の
リ
ゾ
ー
ト
ラ
イ
フ
を
考
え
る
時
、
私
は
、
福
祉
社
会
の

場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
や
は
り
、
今
日
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

次
章
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
し
な
が
ら
読
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
、
よ
り
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思

＞フ0



日
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
歩
ん
で
き
た
道

独
特
な
社
会
民
主
主
義
路
線
の
下
で
、
戦
後
、
希
に
見
る
急
速
な
発
展
を
遂
げ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
戦
前
ま
で
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
辺
境
の
極
貧
の
農
業
国
で
あ
っ
た
。
戦
後
の
急
激
な
社
会
変
革
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
歪
み
も
生
み
、
良
い
意
味
で
も

悪
い
意
味
で
も
世
界
の
話
題
を
さ
ら
っ
て
き
た
が
、
そ
う
し
た
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
な
が
ら
、
六
〇
年
代
、
七
〇
年
代

と
、
世
界
に
双
ぶ
も
の
の
な
い
程
の
″
理
想
国
家
″
を
出
現
さ
せ
た
。
こ
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
″
実
験
社
会
″
は
、
今
日
で

も
尚
、
成
果
の
最
た
る
国
の
一
つ
で
あ
り
、
二
〇
世
紀
末
の
大
変
革
期
を
迎
え
た
今
日
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
東
西
を
問
わ
ず
、

さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
、
注
目
を
集
め
て
い
る
。
二
一
世
紀
の
国
と
言
わ
れ
る
我
が
日
本
は
、
今
、
こ
の
国
に
、
何
を
学
べ
る

か
、
ま
た
学
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
現
在
、
最
低
有
給
休
暇
日
数
が
年
三
五
日
あ
り
、
週
労
働
時
間
は
、
規
定
で
は
、
四
〇
時
間
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
、
過
労
四
〇
時
間
を
存
続
さ
せ
て
い
る
の
は
、
今
や
こ
の
国
の
産
業
の
中
で
も
、
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
ー
に
な
っ
た
製
造
業
部
門
や
土
木
建
設
業
界
な
ど
一
部
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
労
働
者
の
み
で
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
業
部
門
を

は
じ
め
、
多
く
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
や
管
理
職
等
に
な
る
と
三
七
・
八
時
間
の
所
が
多
く
、
中
に
は
三
〇
数
時
間
と
言
う
と

こ
ろ
も
珍
ら
し
く
な
い
。

し
た
が
っ
て
現
在
、
過
労
五
日
制
　
（
土
・
日
休
日
）
　
制
を
敷
い
て
い
る
事
業
所
や
役
所
が
大
部
分
で
あ
る
が
、
金
曜
日
午

後
と
も
な
る
と
、
多
く
の
会
社
の
オ
フ
ィ
ス
や
役
所
で
は
ほ
ぼ
、
通
常
の
業
務
は
ス
ト
ッ
プ
と
言
っ
た
状
態
で
、
何
か
緊
急

余

暇

社

会

を

生

き

る
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五

一



生
き
る

事
や
特
別
な
こ
と
の
た
め
の
人
員
が
残
っ
て
る
ば
か
り
と
言
っ
た
状
態
だ
。

オ
フ
ィ
ス
の
人
影
の
希
ら
さ
と
は
逆
に
、
田
舎
に
向
う
各
国
道
は
、
″
週
末
″
金
曜
日
午
後
は
、
車
が
ひ
し
め
き
合
い
、
朝

の
通
勤
さ
え
フ
レ
ッ
ク
ス
勤
務
制
で
、
あ
ま
り
困
難
の
な
い
こ
の
国
で
は
、
珍
し
い
″
交
通
渋
滞
〟
が
延
々
と
何
キ
ロ
に
渡

っ
て
起
る
。
こ
の
渋
滞
は
、
七
〇
年
代
に
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
週
末
や
、
七
月
の
一
斉
の
バ
カ
ン
ス
入
り
や
七
月
下
旬
の
バ

カ
ン
ス
明
け
の
時
位
に
し
か
、
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
八
〇
年
代
に
入
り
、
年
有
給
休
暇
が
、
二
七
日
か
ら
、
三
五
日
に
増

え
た
こ
と
や
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
や
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
制
の
活
用
で
、
増
々
、
余
暇
を
、
有
効
に
し
か
も
、
日
常
生

活
の
中
で
よ
り
、
自
然
に
近
い
所
で
過
そ
う
と
言
う
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
た
こ
と
に
起
因
し
、
増
々
悪
化
す
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
制
は
、
日
本
の
そ
れ
と
は
、
全
く
違
う
。
と
言
う
の
も
、
五
〇
％
就
労
で
あ
れ
、
六

五
％
、
あ
る
い
は
七
五
％
就
労
で
あ
れ
、
過
二
十
時
間
労
働
以
上
は
、
身
分
や
社
会
保
障
等
の
点
で
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
就
労

の
人
と
変
わ
ら
な
い
。
し
か
も
、
日
本
の
よ
う
に
、
製
造
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
ば
か
り
で
な
く
、
公
共
事
業
部
門
、
行
政
、

さ
ら
に
小
学
校
中
学
校
高
等
学
校
の
教
育
部
門
な
ど
に
も
汎
く
、
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
勤
務
年
数
や
地
位
に
よ
り
、
有
給
休
暇
日
数
は
違
い
が
あ
り
、
休
暇
日
数
の
多
少
で
、
社
会
的
ス
テ
ー
タ
ス
が
計

れ
る
と
言
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
日
本
の
よ
う
に
、
社
会
の
上
層
部
に
行
け
ば
行
く
程
、
休
暇
の
消
化
日
数
が
減
少
す
る
な
ど
と
言
う
こ
と
は

な
い
。
道
で
あ
る
。

一
般
的
勤
労
者
が
年
三
五
日
で
あ
れ
ば
、
管
理
職
や
役
員
職
で
は
、
五
〇
か
ら
六
〇
日
近
く
も
、
期
間
に
し
て
、
二
カ
月

半
か
ら
三
カ
月
と
言
う
の
が
、
通
常
の
ケ
ー
ス
だ
。
も
ち
ろ
ん
公
共
部
門
に
お
い
て
も
同
様
。



こ
の
国
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
、
大
部
分
の
人
が
、
日
本
流
に
言
う
出
世
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
聞
か
れ
れ
ば
、
た
く

さ
ん
の
有
給
休
暇
を
使
え
る
地
位
に
就
く
こ
と
と
答
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
夏
期
四
ケ
月
、
つ
ま
り
、
五
月
か
ら
八
月
中
は
、
就
労
時
間
の
一
時
間
の
夏
期
短
縮
が
、
多
く
の
職
場
で
慣
例
化
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
現
在
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く
の
国
々
で
実
施
す
る
一
時
間
の
繰
り
上
げ
時
間
制
、

サ
マ
ー
タ
イ
ム
制
が
こ
の
国
で
も
、
四
月
か
ら
九
月
中
六
ケ
月
間
実
施
さ
れ
る
。
し
か
し
一
体
、
こ
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
人
々

の
多
く
は
、
こ
れ
ら
の
余
暇
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
日
照
時
間
が
、
日
本
よ
り
ず
っ
と
長
い
夏
期
に
較
べ
、
冬
期
は
逆
に
短
く
な
る
。
首
都
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
二

月
・
二
一
月
二
月
中
の
日
照
時
間
は
、
お
よ
そ
六
時
間
、
午
前
九
時
過
ぎ
に
明
る
く
な
り
、
三
時
頃
に
は
ま
た
、
暮
れ
て

し
ま
う
。
こ
う
し
た
中
で
人
々
は
、
一
体
何
を
し
て
、
過
ご
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
知
れ
ば
知
る
程
興
味
深
い
こ
と
だ
ろ

’
フ
0

生
涯
教
育
－
学
習
サ
ー
ク
ル

人
口
八
五
〇
万
人
の
こ
の
国
で
、
毎
年
、
成
人
の
学
習
サ
ー
ク
ル
に
参
加
す
る
人
数
は
、
延
べ
三
〇
〇
万
人
を
超
え
る
。

成
人
の
数
か
ら
い
く
と
、
お
そ
ら
く
少
な
く
と
も
二
人
に
一
人
は
、
何
ら
か
の
形
で
参
加
し
て
い
る
。
男
女
別
で
見
る
と
、

女
性
が
約
六
割
弱
。
し
か
し
、
残
り
が
男
性
で
あ
る
。
現
在
、
日
本
の
学
習
サ
ー
ク
ル
が
、
国
民
全
体
か
ら
見
る
と
、
と
て

も
こ
の
数
字
に
及
ぶ
も
の
で
な
い
の
は
明
ら
か
だ
が
、
特
に
、
私
の
関
係
し
て
い
る
成
人
教
育
機
関
で
は
、
一
〇
人
中
、
男

性
は
一
人
か
多
く
て
二
人
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
の
男
性
の
積
極
的
参
加
は
、
日
本
の
比
で
は
な
い
。
今
後
、
日
本
で
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生
き
る

啓
発
し
て
行
う
べ
き
分
野
だ
ろ
う
。

学
習
分
野
は
、
大
体
日
本
と
同
じ
。
ベ
ー
ス
は
語
学
学
習
、
他
に
工
芸
・
芸
術
・
社
会
科
学
一
般
・
文
学
と
拡
が
る
。
日

本
と
の
違
い
を
あ
げ
る
と
、
大
学
と
そ
の
ま
ま
の
レ
ベ
ル
で
行
う
専
門
科
目
も
あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
国
語
と
し
て
の
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
語
学
習
。
こ
れ
は
、
学
校
時
代
、
何
ら
か
の
理
由
で
、
社
会
生
活
に
充
分
な
学
習
の
出
来
な
か
っ
た
人
や
、
語
学
や

文
学
を
始
め
る
人
や
、
あ
ら
た
め
て
、
国
語
を
学
習
し
直
し
た
い
人
向
け
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
中
に
は
、
一
般
向
け
と
、
退

職
者
む
け
の
も
の
が
あ
る
。
こ
の
退
職
者
向
け
の
コ
ー
ス
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
一
般
の
コ
ー
ス
を
受
け
て
も
構
わ
な
い
が
、

外
国
語
コ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
学
習
速
度
の
ゆ
る
や
か
で
、
本
当
に
　
″
語
学
学
習
の
基
本
〟
か
ら
入
っ
て
い
く
特
別
コ
ー
ス

で
も
あ
る
。

元
来
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
語
学
学
習
は
、
年
齢
を
超
え
た
、
知
的
作
業
と
し
て
、
評
価
さ
れ
て
い
る
。
適
度
に
、
頭

脳
も
刺
激
す
る
し
、
か
と
言
っ
て
と
て
も
難
し
く
て
歯
の
立
た
な
い
も
の
で
も
な
い
。
適
度
な
努
力
さ
え
あ
れ
ば
、
誰
に
で

も
可
能
な
領
域
で
あ
る
。
し
か
も
、
語
学
学
習
を
通
し
て
、
生
の
そ
の
外
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
も
習
得
で
き
る
し
、
国
際

感
覚
の
習
得
・
比
較
文
化
学
習
を
同
時
に
進
行
し
て
す
る
よ
う
な
も
の
で
も
あ
る
。

退
職
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
日
本
人
同
様
、
働
き
虫
で
、
勤
勉
家
の
多
い
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
六
〇
年
代
・
七
〇
年

代
に
は
、
既
に
世
界
有
数
の
長
寿
の
国
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
余
暇
を
、
ま
た
退
職
後
の
人
生
を
い
か
に
生

き
る
か
は
、
重
要
な
″
社
会
問
題
″
で
あ
っ
た
。
″
気
落
ち
現
象
″
か
ら
、
ア
ル
中
や
無
気
力
化
し
た
り
、
急
に
病
い
を
呼
び

込
ん
で
し
ま
っ
た
り
と
い
う
多
く
の
問
題
が
あ
っ
た
。
企
業
も
社
会
も
、
こ
の
点
を
重
視
し
、
い
わ
ゆ
る
、
サ
バ
イ
バ
ル
教

育
を
行
い
、
文
字
通
り
″
豊
か
な
年
金
生
活
〟
を
送
れ
る
研
修
を
、
退
職
者
向
け
に
行
っ
て
も
来
た
。
こ
の
頃
で
は
、
い
わ



ゆ
る
余
暇
ラ
イ
フ
の
あ
り
方
も
汎
く
定
着
し
、
あ
ま
り
こ
の
サ
バ
イ
バ
ル
教
育
と
言
う
の
も
聞
か
れ
な
く
な
っ
た
が
、
今
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
よ
り
一
五
年
か
ら
、
二
〇
年
後
を
い
く
日
本
社
会
の
中
で
は
、
様
々
な
方
面
や
意
味
に
お
い
て
必
要
な

こ
と
を
言
え
る
。

共
稼
ぎ
家
庭
の
よ
い
所
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
夫
も
子
供
も
″
家
庭
″
の
一
構
成
員
と
し
て
の
自
覚
心
が
青
く
ま
れ
、

自
然
と
家
事
に
も
、
手
を
貸
す
よ
う
に
な
る
の
だ
と
思
う
が
、
一
方
、
専
業
主
婦
の
居
る
家
庭
で
は
、
夫
に
そ
の
自
覚
は
芽

生
え
が
た
い
。
結
果
と
し
て
、
退
職
後
、
い
わ
ゆ
る
流
行
語
と
な
っ
た
″
ぬ
れ
落
ち
葉
″
現
象
が
生
じ
て
く
る
。
互
い
に
独

立
し
た
人
格
の
持
主
と
し
て
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
仕
事
に
す
べ
て
を
つ
ぎ
込
ん
で
い
た
者
に

と
っ
て
、
仕
事
以
外
に
、
生
き
概
の
見
つ
け
ら
れ
な
い
人
格
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
は
、
学
習
サ
ー
ク
ル
の
他
に
、
各
自
治
体
の
開
く
成
人
高
校
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
う
一
度
、
本
格
的

に
学
習
を
し
た
い
人
の
た
め
の
も
の
で
、
日
本
の
定
時
制
高
校
と
成
人
学
習
を
合
同
さ
せ
た
も
の
と
一
言
え
る
。
高
校
の
や
り

直
し
や
、
社
会
人
生
活
を
何
年
か
送
っ
た
も
の
が
再
び
大
学
を
目
指
す
と
き
に
一
つ
の
段
階
と
し
て
、
利
用
す
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
国
の
大
学
は
、
社
会
人
に
も
広
く
開
か
れ
て
お
り
、
授
業
料
も
無
料
。
し
か
も
、
こ
の
高
校
、
大
学
に
通
う
の
に

生
活
費
は
、
通
常
、
貸
付
奨
学
金
と
し
て
、
国
庫
か
ら
借
入
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
家
族
構
成
に
お
い
て
、
そ
の
額
も
柔
軟

に
増
額
さ
れ
る
の
で
就
学
中
の
経
済
的
不
安
は
な
い
。
転
職
が
日
本
よ
り
、
よ
り
自
由
な
こ
の
国
な
ら
で
は
の
こ
と
で
あ
る
。

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学
習
は
、
高
校
、
大
学
、
大
学
院
と
続
く
コ
ー
ス
で
行
わ
れ
る
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
は
、
こ
の
他
に

国
民
高
等
学
校
制
度
が
あ
る
。
現
在
、
一
二
〇
数
校
が
、
全
国
各
地
に
散
在
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学

習
も
一
部
に
は
あ
る
が
、
よ
り
現
実
的
な
問
題
や
実
践
的
な
学
習
活
動
を
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
国
語
や
語
学
学
習
も
重
要
な
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六

も
の
の
一
つ
だ
。
大
底
、
全
寮
制
で
、
一
八
歳
以
上
、
上
限
の
年
令
制
限
は
な
い
。
現
在
の
重
要
課
題
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
や
自

然
環
境
問
題
、
さ
ら
に
は
、
ア
フ
リ
カ
の
人
種
差
別
問
題
と
言
っ
た
も
の
を
、
根
本
か
ら
学
習
で
き
る
″
自
由
な
市
民
の
学

習
の
場
〟
と
言
え
る
。

ま
た
、
こ
の
国
民
高
等
学
校
の
何
校
か
は
、
農
業
問
題
に
つ
い
て
も
、
本
格
的
に
取
り
組
み
、
ア
ル
タ
ー
ネ
イ
テ
ィ
ブ
農

業
、
い
わ
ゆ
る
無
・
低
農
薬
・
有
機
栽
培
農
業
の
研
究
機
関
で
も
あ
り
、
実
習
地
と
も
な
っ
て
い
る
。

現
在
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
農
家
個
数
は
全
体
の
数
パ
ー
セ
ン
ト
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
七
〇
年
代
よ
り
現
在
に
至

る
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
グ
リ
ー
ン
ウ
ェ
イ
ブ
現
象
　
（
日
本
で
言
う
U
タ
ー
ン
・
脱
サ
ラ
農
業
に
似
た
も
の
）
　
が
続
き
、
と
く
に

近
年
は
、
人
口
の
少
な
い
こ
の
国
で
、
数
千
人
の
単
位
で
こ
う
し
た
U
タ
ー
ン
・
就
農
現
象
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ

も
国
民
高
等
学
校
運
動
の
一
大
成
果
と
見
れ
る
だ
ろ
う
。

昨
年
度
、
農
家
の
全
体
の
三
分
の
二
が
、
何
ら
か
の
形
で
、
ア
ル
タ
ー
ネ
イ
テ
ィ
ブ
農
業
を
行
っ
て
い
る
と
言
う
統
計
結

果
が
で
た
。
日
本
で
は
今
、
こ
の
農
業
は
、
大
都
市
の
ご
く
一
部
の
消
費
者
と
の
直
接
の
結
び
付
き
の
中
で
し
か
行
わ
れ
て

い
な
い
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
地
方
の
中
小
都
市
で
も
、
そ
の
地
の
消
費
者
と
農
業
者
の
連
帯
が
生
ま
れ
、
ス
ー
パ
ー

等
の
流
通
形
態
を
も
変
え
る
程
の
勢
い
で
あ
る
。
果
も
の
や
野
菜
だ
け
に
限
ら
ず
、
豚
・
羊
・
牛
や
鳥
等
の
肉
類
に
関
し
て

も
、
消
費
者
と
の
契
約
飼
育
で
、
ホ
ル
モ
ン
剤
や
抗
生
物
質
不
使
用
の
飼
育
が
行
わ
れ
て
い
る
。
農
業
が
、
南
欧
や
オ
ラ
ン

ダ
等
外
国
の
農
産
物
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
と
全
く
同
様
の
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
に
し
て
安
全

な
も
の
を
得
ら
れ
る
か
と
言
う
市
民
の
関
心
の
高
さ
は
、
日
本
の
比
で
は
な
い
。
国
産
農
産
物
が
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る

現
実
も
、
こ
う
し
た
相
方
の
努
力
の
た
ま
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。



こ
う
し
た
ア
ル
タ
ー
ネ
イ
テ
ィ
ブ
農
業
の
普
及
は
、
一
般
市
民
に
も
及
ぶ
。
多
く
の
人
々
が
、
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
や
農
園

コ
ロ
ニ
ー
が
広
く
発
達
し
て
い
る
こ
の
国
で
は
、
夏
の
長
い
午
後
や
週
末
を
家
族
こ
ぞ
っ
て
、
果
樹
、
野
菜
作
り
に
い
そ
し

む
。
こ
こ
で
は
″
楽
し
む
農
業
″
が
定
着
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
時
折
り
、
祖
父
母
を
交
じ
え
た
交
換
や
共
同
生
活
が
行
な

わ
れ
、
完
全
核
家
族
化
し
た
こ
の
国
の
大
家
族
の
制
度
を
復
元
さ
せ
る
一
つ
の
集
合
生
活
も
あ
る
。
ま
た
そ
こ
は
親
の
子
育

て
は
も
ち
ろ
ん
、
老
人
と
孫
た
ち
と
の
貴
重
な
触
れ
合
い
の
場
と
な
る
。

長
い
二
ケ
月
半
に
及
ぶ
夏
の
バ
カ
ン
ス
を
、
多
く
の
都
会
の
子
供
た
ち
は
、
こ
う
し
た
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
で
過
す
。
そ
こ

で
は
、
往
々
に
し
て
、
サ
バ
イ
バ
ル
生
活
に
近
い
生
活
と
な
る
。
多
く
の
所
が
、
電
気
は
あ
っ
て
も
、
水
道
は
な
く
、
井
戸

水
を
使
っ
た
り
、
薪
を
使
う
。
森
の
中
で
木
の
実
　
（
ベ
リ
ー
）
　
や
茸
を
探
っ
た
り
、
川
や
湖
で
釣
り
を
し
た
り
、
野
外
生
活

そ
の
も
の
を
楽
し
む
。
何
で
も
か
ん
で
も
、
都
合
生
活
そ
の
も
の
を
持
ち
込
む
日
本
の
別
荘
と
の
違
い
は
、
大
き
い
。

余
暇
社
会
を
生
き
る




