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病
気
・
事
故
・
失
業
・
自
然
災
害
等
々
、
日
常
生
活
で
直
面
し
う
る
様
々
な
リ
ス

ク
を
国
家
機
構
が
個
人
に
代
わ
っ
て
管
理
し
統
御
す
る
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム

―
こ

れ
が
社
会
国
家
（
福
祉
国
家
）
の
基
本
原
則
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
原
則
に
引
き
ず
ら

れ
る
た
め
か
、
社
会
国
家
の
あ
り
方
を
研
究
す
る
際
に
は
、
い
き
お
い
国
家
の
シ
ス

テ
ム
に
ば
か
り
意
識
が
向
か
い
、
そ
の
分
析
と
考
察
を
も
っ
て
事
足
れ
り
と
な
り
が

ち
で
あ
る
。
む
ろ
ん
一
口
に
社
会
国
家
な
い
し
福
祉
国
家
と
い
っ
て
も
レ
ジ
ー
ム
の

タ
イ
プ
に
応
じ
て
複
数
の
ク
ラ
ス
タ
ー
が
あ
り
、
エ
ス
ピ
ン=
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の

周
知
の
研
究
の
よ
う
に
、
そ
の
類
型
化
や
歴
史
的
推
移
の
分
析
だ
け
で
も
大
き
な
学

問
的
意
義
を
持
つ（

（
（

。
と
は
い
え
社
会
国
家
シ
ス
テ
ム
の
変
遷
な
い
し
発
展
は
、
単
に

国
家
の
次
元
だ
け
で
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
市
民
社
会
、
つ
ま
り
「
下
か
ら
」
の

動
向
に
も
大
き
く
依
存
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
本
書
を
一
貫
し
て
流
れ

る
問
題
意
識
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
意
識
か
ら
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
論
考
は
い
ず
れ
も
国
家
シ
ス
テ
ム
そ

の
も
の
の
分
析
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
市
民
社
会
に
お
い
て
展

開
さ
れ
て
き
た
諸
々
の
運
動
や
組
織
を
考
察
し
て
お
り
、
ま
た
中
に
は
そ
れ
ら
に
対

す
る
公
権
力
側
の
対
応
を
視
野
に
入
れ
た
も
の
も
あ
る
。
ま
ず
は
本
書
全
体
の
構
成

を
示
し
て
お
こ
う
。

序　

章	

社
会
国
家
の
縮
減
か
、
拡
大
か

―
「
福
祉
の
複
合
体
」
の
過
去
・
現

在
・
未
来

第
一
部 

社
会
国
家
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

―
家
族
を
め
ぐ
る
包
摂
と
排
除

第
一
章	

在
宅
看
護
・
家
事
援
助
か
ら
み
る
社
会
国
家
の
家
族
像

―
一
八
九
〇

～
一
九
二
〇
年
代

第
二
章	

高
齢
独
身
女
性
を
め
ぐ
る
「
包
摂
」
と
「
承
認
」
の
は
ざ
ま
で

―
ヴ

ァ
イ
マ
ル
期
ク
ラ
イ
ン
レ
ン
ト
ナ
ー
の
貧
困
問
題
か
ら

第
三
章	

「
傷
つ
い
た
父
親
」
は
家
族
の
扶
養
者
た
る
か

―
第
二
次
世
界
大
戦

後
西
ド
イ
ツ
の
戦
争
障
害
者
援
護

第
二
部 

社
会
国
家
と
中
間
組
織

―
国
家
・
市
場
・
家
族
を
つ
な
ぐ
も
の

第
四
章	

社
会
国
家
へ
の
夢

―
帝
政
期
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
運
動
か
ら
の
提
案

第
五
章	

社
会
国
家
と
民
間
福
祉

―
占
領
期
・
戦
後
西
ド
イ
ツ
を
例
と
し
て

第
六
章	

旧
東
ド
イ
ツ
に
中
間
組
織
は
存
在
し
た
か

―
人
民
連
帯
の
活
動
を
手

が
か
り
に

第
三
部 

揺
れ
る
社
会
国
家

―
家
族
の
多
様
化
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序

第
七
章	

育
児
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

―
西
ド
イ
ツ
の
「
新
し
い
家
族
政

策
」
構
想
の
ゆ
く
え

第
八
章	

子
ど
も
に
注
が
れ
る
視
線

―
一
九
六
〇
～
七
〇
年
代
の
西
ド
イ
ツ
に

お
け
る
子
育
て

第
九
章	

一
九
六
〇
～
七
〇
年
代
、
性
規
範
の
多
様
化
に
揺
ら
ぐ
西
ド
イ
ツ
社
会

―
『
性
の
図
解
書
』
論
争
に
み
る
公
権
力
側
の
対
応

終　

章	
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
家
族
と
社
会
国
家

―
二
十
世
紀
か
ら

二
十
一
世
紀
へ
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こ
の
構
成
か
ら
一
見
し
て
分
か
る
の
は
、
本
書
が
対
象
と
す
る
時
代
の
特
徴
的
な

偏
り
で
あ
る
。
ま
ず
は
社
会
国
家
が
形
を
整
え
た
帝
政
期
か
ら
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
か

け
て
の
時
期
が
語
ら
れ
る
も
の
の
、
通
常
ド
イ
ツ
現
代
史
を
語
る
際
に
は
中
心
に
位

置
す
る
は
ず
の
ナ
チ
ス
期
に
は
独
立
し
た
章
が
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
全
体
の
重
心

は
も
っ
ぱ
ら
二
〇
世
紀
後
半
の
東
西
ド
イ
ツ
分
裂
時
代
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
構
成
に
な
っ
た
理
由
は
本
書
で
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
つ
に
は
戦
後
の
西
ド

イ
ツ
時
代
に
よ
う
や
く
市
民
社
会
が
成
熟
を
見
た
と
い
う
歴
史
的
状
況
、
ま
た
も
う

一
つ
に
は
お
そ
ら
く
、
日
本
の
ド
イ
ツ
社
会
国
家
研
究
の
文
脈
で
は
、
ナ
チ
ス
期
に

お
け
る
民
間
福
祉
の
研
究
が
今
な
お
手
薄
で
あ
る
と
い
う
現
状
を
、
そ
れ
ぞ
れ
反
映

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
本
書
の
内
容
を
章
ご
と
に
紹
介
し
て
い
き
た

い
。
ま
ず
序
章
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
ド
イ
ツ
社
会
国
家
が
「
国
家
に
よ
る

制
度
を
頂
点
と
し
つ
つ
、
社
会
の
広
い
範
囲
が
参
加
す
る｢
福
祉
の
複
合
体｣

に
よ

っ
て
担
わ
れ
た
重
層
的
な
制
度
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（
一
八

頁
）。
こ
の
定
義
に
よ
っ
て
、
社
会
国
家
概
念
は
国
家
主
導
の
シ
ス
テ
ム
だ
け
に
限

定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
民
間
団
体
と
の
分
業
の
局
面
を
含
み
込
む
こ
と
に

な
り
、
こ
う
し
て
本
書
全
体
の
軸
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
序
章
で
は
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
型
市
民
参
加
・
名
誉

職
型
市
民
参
加
・
社
会
運
動
型
市
民
参
加
と
、
民
間
の
福
祉
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
三

つ
の
類
型
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
以
下
の
各
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

多
様
な
運
動
形
態
が
明
晰
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
序
章
に
ふ
さ
わ
し
く
本
書
全
体
の

整
理
に
非
常
に
有
用
な
議
論
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
福
祉
の

複
合
体
へ
の
ま
な
ざ
し
を
通
じ
て
、
本
書
で
は
国
家
権
力
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
っ
と

広
範
な
民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
や
中
間
組
織
を
含
め
た
、
格
段
に
射
程
の
広
い

考
察
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

第
一
部
で
は
、
帝
政
期
か
ら
一
九
五
〇
年
代
の
西
ド
イ
ツ
時
代
ま
で
が
扱
わ
れ

る
。
第
一
章
で
は
、
出
産
や
病
気
で
主
婦
や
母
と
し
て
の
役
割
を
果
た
せ
な
く
な
っ

た
女
性
を
対
象
と
し
た
、
在
宅
看
護
・
家
事
援
助
の
活
動
が
考
察
さ
れ
る
。
こ
こ
で

は
特
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
協
会
を
手
が
か
り
に
そ
の
活
動
へ
迫
っ
て
い
る
が
、
特
定
の

問
題
領
域
で
民
間
の
福
祉
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
先
陣
を
切
り
、
次
い
で
そ
の
領
域
に

対
す
る
国
家
の
介
入
が
続
く
と
い
う
、
福
祉
を
め
ぐ
る
当
時
の
官
民
の
関
係
性
の
一

端
が
こ
こ
か
ら
窺
え
る
。

　

次
の
第
二
章
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
出
現
し
た
ク
ラ
イ
ン
レ
ン
ト
ナ
ー
な
る
集

団
、
す
な
わ
ち
第
一
次
世
界
大
戦
と
そ
の
後
の
イ
ン
フ
レ
で
社
会
的
に
没
落
し
た
新

し
い
貧
困
層
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
特
に
ハ
ウ
ス
ト
ホ
タ
ー
と
呼

ば
れ
た
、
定
職
に
就
か
ず
、
独
身
で
家
事
労
働
に
従
事
し
た
高
齢
女
性
に
分
析
の
照

準
を
絞
り
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
福
祉
の
網
の
目
が
拡
張
さ
れ
て
い
く
中
で
、
い
か
に

彼
女
た
ち
が
そ
の
存
在
を
抹
消
さ
れ
、
公
的
支
援
の
対
象
か
ら
零
れ
落
ち
て
い
っ
た

か
を
詳
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

続
く
第
三
章
で
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
戦
争
障
害
者
を
め
ぐ
る
問
題
が
、
公
的
支

援
だ
け
で
な
く
親
密
圏
で
の
夫
婦
・
親
子
関
係
に
も
目
配
り
し
な
が
ら
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
戦
争
で
心
身
に
障
害
を
負
っ
た
帰
還
兵
が
職
業
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
通
じ

て
社
会
に
再
統
合
さ
れ
る
と
い
う
見
か
け
の
下
で
、
そ
の
実
態
は
障
害
の
た
め
に
再

就
職
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
た
め
家
族
は
戦
後
の
経
済
的
繁
栄
の
中
で
も
貧

困
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
が
、
具
体
的
な
個
人
の
事
例
を
基
に
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。

　

第
二
部
で
は
国
家
と
家
族
・
公
共
圏
と
親
密
圏
を
媒
介
す
る
、
い
わ
ゆ
る
中
間
組

織
の
存
在
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
論
考
が
並
ぶ
。
第
四
章
は
、
帝
政
期
の
自
然
療
法
協

会
組
織
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
社
会
国
家
の
中
で
い
か
な
る
役
割
を
果
た

し
た
か
を
分
析
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
活
動
は
社
会
国
家
シ
ス
テ
ム
が
本
格
的
に
作
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動
し
始
め
た
時
期
に
は
す
で
に
影
響
力
を
失
っ
て
お
り
、
直
接
的
に
そ
の
確
立
に
寄

与
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
当
該
論
考
に
よ
れ
ば
福
祉
の
外
側
で
展
開
さ
れ
た
こ
の

運
動
の
精
神
は
、
や
が
て
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
花
開
く
こ
と
に
な
る
。

　

第
五
章
は
、
西
ド
イ
ツ
社
会
に
お
け
る
民
間
福
祉
団
体
の
圧
倒
的
存
在
感
と
、
そ

の
歴
史
的
由
来
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
戦
争
で
社
会
シ
ス
テ
ム
が
文
字
ど

お
り
灰
燼
に
帰
し
た
ド
イ
ツ
で
は
、
ま
ず
は
地
域
密
着
型
の
自
発
的
な
民
間
組
織

が
国
民
の
生
活
支
援
の
た
め
に
機
動
力
を
発
揮
し
た
。
や
が
て
そ
れ
が
西
ド
イ
ツ
社

会
で
一
つ
の
伝
統
と
し
て
根
づ
き
、
戦
後
も
一
元
的
な
国
家
の
せ
り
出
し
が
抑
制
さ

れ
、「
民
の
優
位
」
が
継
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

第
六
章
で
は
、
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
中
間
組
織
が
考
察
さ
れ
る
。
社
会
主
義
国
家

と
は
党
を
頂
点
と
し
た
一
元
的
な
管
理
・
統
制
に
基
づ
く
独
裁
体
制
で
あ
り
、
一
見

そ
こ
に
は
中
間
組
織
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
だ
が
本
章
は
人
民
連
帯
と
い
う
団

体
に
注
目
し
、
そ
れ
が
お
も
に
高
齢
者
問
題
の
領
域
で
国
家
の
方
針
か
ら
あ
る
程
度

独
立
し
て
活
動
し
て
い
た
と
し
、
そ
の
自
律
性
は
ナ
チ
ズ
ム
以
前
に
す
で
に
形
を
な

し
て
い
た
、
地
域
密
着
型
の
福
祉
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
も
の
と

見
て
い
る
。

　

第
三
部
で
は
戦
後
の
西
側
世
界
に
お
い
て
、
第
三
次
産
業
の
台
頭
と
と
も
に
社
会

国
家
が
変
容
し
て
い
く
過
程
が
描
か
れ
る
。
ま
ず
第
七
章
で
は
、
一
九
五
〇
～
七
〇

年
代
で
も
依
然
と
し
て
男
性
単
独
稼
得
者
モ
デ
ル
が
圧
倒
的
に
強
い
規
範
と
な
っ
て

い
た
こ
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
産
業
構
造
の
転
換
に
伴
う
働
く
母
親
の
増
加
と

育
児
休
業
を
め
ぐ
る
多
様
な
ア
ク
タ
ー
間
の
政
治
的
対
立
を
通
じ
て
、
徐
々
に
旧
来

の
性
別
役
割
分
業
モ
デ
ル
に
代
わ
る
家
族
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
始
め
た
こ
と
な
ど

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

第
八
章
で
は
、
子
供
を
め
ぐ
る
問
題
を
軸
に
、
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
家
族
政
策
を
再

検
討
し
て
い
る
。
一
九
五
三
年
に
連
邦
家
族
省
が
創
設
さ
れ
、
政
府
も
家
族
政
策
に

早
く
か
ら
力
を
傾
注
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
初
は
公
権
力
が
親
密
圏
に
介
入
す

る
こ
と
に
権
力
側
で
さ
え
も
躊
躇
を
見
せ
て
い
た
。
そ
の
た
め
子
供
に
対
す
る
国
家

の
支
援
は
か
な
り
貧
弱
と
な
り
、
い
わ
ば
そ
れ
を
補
う
形
で
民
間
か
ら
キ
ン
ダ
ー
ラ

ー
デ
ン
と
呼
ば
れ
る
、
従
来
の
幼
稚
園
に
代
わ
る
育
児
施
設
設
置
運
動
が
台
頭
し
て

き
た
と
い
う
。

　

第
九
章
で
は
、
従
来
の
性
規
範
が
崩
壊
し
て
い
く
中
で
、
つ
い
に
公
権
力
側
も
そ

う
し
た
変
化
に
対
応
し
て
子
供
の
性
教
育
を
め
ぐ
る
問
題
に
乗
り
出
し
て
い
っ
た
過

程
が
描
か
れ
る
。
ま
ず
統
計
年
鑑
や
ア
レ
ン
ス
バ
ッ
ハ
世
論
調
査
研
究
所
の
様
々
な

デ
ー
タ
を
駆
使
し
て
、
六
〇
～
七
〇
年
代
の
西
ド
イ
ツ
社
会
に
お
け
る
価
値
観
の
変

容
を
跡
づ
け
た
う
え
で
、『
性
の
図
解
書
』
と
い
う
、
政
府
が
一
九
六
九
年
に
出
版

し
た
啓
蒙
冊
子
を
め
ぐ
る
論
争
を
考
察
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
公
権
力
が
性
的
価
値

観
の
多
様
化
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
、
有
効
な
政
策
を
打
ち
出
せ
な
か
っ
た

こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

　

最
後
に
終
章
で
は
、
古
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
基
づ
く
性
別
役
割
分
担
モ
デ
ル
に

考
察
の
照
準
を
絞
っ
て
、
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
建
国
期
か
ら
東
西
統
一
後
の
時
期
に
至

る
ま
で
の
、
家
族
政
策
の
変
遷
を
追
跡
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
戦
後
直
後
に

現
れ
た
「
福
祉
の
複
合
体
」
原
理
の
た
め
に
、
か
え
っ
て
西
ド
イ
ツ
政
府
が
打
ち
出

す
諸
々
の
政
策
が
、
伝
統
的
な
性
別
役
割
分
担
を
固
定
化
さ
せ
る
方
向
に
作
用
し
て

し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
古
い
性
別
分
業
モ
デ
ル
は
、
一
九
八
六
年
の
「
ベ
イ
ビ
ー
ヤ

ー
ル
制
度
」
の
導
入
と
、
再
統
一
後
の
就
労
促
進
と
社
会
扶
助
を
組
み
合
わ
せ
た
い

わ
ゆ
る
ハ
ル
ツ
改
革
と
に
よ
っ
て
弱
体
化
さ
れ
る
ま
で
、
西
ド
イ
ツ
社
会
で
堅
固
に

存
続
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

ま
こ
と
に
大
雑
把
な
が
ら
、
以
上
が
本
書
の
概
要
で
あ
る
。
本
書
を
通
読
す
れ

ば
、
社
会
国
家
の
発
展
や
変
容
が
単
純
に
国
家
シ
ス
テ
ム
の
次
元
だ
け
で
解
明
で
き

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
い
か
に
社
会
全
体
の
構
造
的
変
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化
を
背
景
と
し
、
ま
た
そ
う
し
た
構
造
的
変
化
が
民
間
の
多
様
な
ア
ク
タ
ー
を
介
し

て
、
具
体
的
な
変
容
の
様
態
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き

る
は
ず
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
こ
に
こ
そ
、「
福
祉
の
複
合
体
」
に
着
目
す
る
本
書

独
自
の
意
義
が
あ
る
。
社
会
国
家
シ
ス
テ
ム
が
発
展
し
て
い
く
経
路
は
、
諸
々
の
政

策
の
蓄
積
だ
け
に
拠
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
つ
ど
社
会
の
様
々
な
次
元
に
存
在
す

る
多
種
多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
力
学
に
よ
っ
て
、
重
層
的
に
決
定
さ
れ
て
い
く
も
の
な

の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
本
書
を
通
読
し
な
が
ら
い
く
つ
か
気
に
な
る
点
も
見
受
け
ら
れ
た
。
な

い
も
の
ね
だ
り
で
あ
る
こ
と
を
重
々
承
知
の
う
え
で
、
以
下
に
評
者
に
よ
る
若
干
の

コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
先
述
の
よ
う
に
ナ
チ
ス
期
の
状
況
が
ほ
と
ん
ど
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
た
し
か
に
当
時
の
ド
イ
ツ
社
会
に
は
、
強
制
的
同
質
化
の
た
め
に
福
祉
ボ
ラ

ン
タ
リ
ズ
ム
の
活
動
の
余
地
な
ど
ま
る
で
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し

東
ド
イ
ツ
時
代
で
も
同
じ
こ
と
が
妥
当
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
の
中
に
は
そ

う
し
た
常
識
に
あ
え
て
挑
戦
し
、
社
会
主
義
体
制
下
で
の
中
間
組
織
の
存
在
を
示
唆

す
る
論
考
も
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
第
三
帝
国
時
代
に
福
祉
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
の

何
ら
か
の
萌
芽
を
探
究
す
る
よ
う
な
試
み
に
も
、
十
分
研
究
上
の
価
値
は
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
間
福
祉
の
開
花
は
、
単
に
「
国
家
な
き
崩
壊

社
会
」（
第
五
章
）
だ
け
が
も
た
ら
し
た
と
は
限
ら
な
い
。
ユ
ル
ゲ
ン
・
コ
ッ
カ
も

い
う
よ
う
に
、「
西
ド
イ
ツ
の
市
民
社
会
が
、
極
度
に
非
市
民
的
な
先
行
す
る
諸
社

会
、
流
血
の
戦
争
、
そ
し
て
き
わ
め
て
残
忍
な
独
裁
制
の
中
か
ら
生
ま
れ
出
た
こ

と
、
こ
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
突
き
詰
め
て
問
う
て
い

く
こ
と
も
無
駄
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る（

（
（

。

　

次
に
、
本
書
の
軸
の
一
つ
と
し
て
「
社
会
的
弱
者
の
包
摂
と
排
除
」
が
設
定
さ
れ

て
い
る
が
（
八
頁
）、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
社
会
的
弱
者
が
ド
イ
ツ
国
籍
保
有
者
に

限
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
し
か
に
本
書
で
も
移
民
や
外
国
人
労
働
者
に
関
す

る
言
及
が
散
見
さ
れ
は
す
る
が
（
二
一
八
、二
二
三
頁
）、
そ
こ
か
ら
議
論
が
深
め
ら

れ
る
こ
と
は
な
く
、
結
果
と
し
て
本
書
全
体
の
記
述
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
の
内

に
完
結
し
て
い
る
。
し
か
し
周
知
の
よ
う
に
、
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
は
イ
タ
リ
ア
や
ト

ル
コ
か
ら
外
国
人
労
働
者
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
は
ト
ル
コ

人
労
働
者
が
定
住
化
し
た
こ
と
で
、
現
在
に
至
る
ま
で
彼
ら
の
統
合
が
大
き
な
社
会

問
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
掘
り
下
げ
て
み
れ
ば
、
本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る

民
間
福
祉
に
通
じ
る
側
面
も
見
出
せ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

た
と
え
ば
在
独
ト
ル
コ
人
を
統
括
す
る
た
め
の
、
本
国
ト
ル
コ
宗
務
庁
の
在
外
機

関
と
見
な
さ
れ
る
「
宗
教
施
設
ト
ル
コ
・
イ
ス
ラ
ム
連
盟
」（
略
称
Ｄ
Ｉ
Ｔ
Ｉ
Ｂ
）

で
あ
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
で
最
大
の
ム
ス
リ
ム
組
織
で
あ
り
、
ト
ル
コ
人
統
合
問
題

で
も
ド
イ
ツ
政
府
と
協
力
関
係
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
実
際
、
国
内
で
の
イ
ス
ラ
ム

主
義
の
蔓
延
を
恐
れ
る
ド
イ
ツ
政
府
に
と
っ
て
、
世
俗
主
義
を
標
榜
す
る
同
連
盟
は

そ
の
防
波
堤
と
し
て
有
用
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
在
独
ト
ル
コ
人
統
合
政
策
の
主
要
な

担
い
手
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
こ
の
組
織
は
、
ド
イ
ツ
国
内
で

本
書
の
い
う
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
型
の
中
間
組
織
に
相
当
す
る
機
能
を
持
つ
と
同
時

に
、
ト
ル
コ
国
家
の
意
向
を
反
映
し
て
い
る
以
上
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
か
ら
は

み
出
す
側
面
も
併
せ
持
つ（

（
（

。
こ
こ
で
は
社
会
的
弱
者
の
包
摂
と
排
除
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
に
、
国
家
・
民
族
・
宗
教
な
ど
相
互
に
異
な
る
複
数
の
論
理
が
複
雑
に
絡
み
合
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
点
は
本
書
の
持
つ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
義
か
ら
す
れ
ば
あ
く

ま
で
二
義
的
な
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
本
書
が
提
示
し
た
視
座

が
あ
っ
て
初
め
て
、
右
の
よ
う
な
諸
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
点
は
本
書
の
価
値
を
い
さ
さ
か
も
損
な
う
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
の
学
術
的
意
義
を
よ
り
は
っ
き
り
と
際
立
た
せ
て
く
れ
る
。
新
自
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由
主
義
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
る
と
と
も
に
、
国
家
の

否
定
的
側
面
だ
け
で
な
く
肯
定
的
側
面
を
見
直
そ
う
と
い
う
機
運
が
高
ま
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
時
勢
の
中
で
改
め
て
社
会
国
家
の
あ
り
方
を
再
考
し
た
い
人
に
と
っ

て
も
、
本
書
は
き
っ
と
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
は
ず
で
あ
る
。
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