
選
択
課
題
２　

競
争
と
助
け
合
い

競
争
社
会
を
生
き
る〈
つ
な
が
り
〉を

構
想
す
る

佐さ

藤と
う

遼
り
ょ
う

（
東
京
都
／
私
立
開
成
高
等
学
校
三
年
）

小泉信三賞
１
．空
気
、そ
し
て
人
間
の
物
差
し
と
し
て
の
競
争

人
に
笑
顔
を
向
け
つ
つ
、
文
字
な
き
テ
ク
ス
ト

に
目
を
凝
ら
す
。
そ
し
て
場
の
「
空
気
」
が
少
し

不
穏
に
震
え
れ
ば
、
す
ぐ
に
感
じ
取
る
。
自
分
が

し
う
る
無
数
の
振
る
舞
い
の
選
択
肢
は
、
人
か
ら

歓
迎
さ
れ
る
も
の
、
無
視
さ
れ
る
も
の
か
ら
と
て

つ
も
な
く
嫌
悪
さ
れ
る
も
の
ま
で
無
数
に
存
在

し
、
そ
の
中
か
ら
マ
イ
ナ
ス
に
な
ら
な
い
も
の
を

慎
重
に
選
び
取
っ
て
い
く
。
声
の
高
低
、
言
葉
尻

の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
会
話
へ
の
参
加
の
仕
方

な
ど
、
そ
こ
で
是
認
さ
れ
う
る
も
の
を
な
ん
と
か

直
観
し
、
そ
の
場
に
馴
染
む
努
力
を
す
る
こ
と
が

多
か
っ
た
。
こ
の「
そ
の
場
」と
い
う
言
葉
は「
空

気
」
の
状
況
依
存
性
を
象
徴
す
る
。
デ
ィ
ベ
ー
ト

の
部
活
と
同
じ
会
話
の
「
ノ
リ
」
を
ク
ラ
ス
の
友

だ
ち
と
話
す
場
所
に
持
ち
込
む
こ
と
は
し
な
か
っ

た
し
、
学
年
内
で
緩
く
出
来
て
い
た
グ
ル
ー
プ
を

あ
る
程
度
変
転
と
し
て
き
た
身
と
し
て
は
そ
の
場

そ
の
場
で
喋
り
も
振
る
舞
い
も
少
し
ず
つ
変
え
て

い
た
。

こ
う
し
た
状
況
は
社
会
学
者
の
土
井
隆
義
や
精

神
医
の
斎
藤
環
が
分
析
し
て
い
る
。
現
代
の
若
者

は
、「
他
者
の
許
し
が
な
け
れ
ば
、
自
分
を
愛
す

る
こ
と
す
ら
難
し
い
」（
斎
藤2013

：1

）
と
し
、

以
下
の
よ
う
に
〈
診
断
〉
す
る
。
自
己
の
本
質
的

な
性
格
と
は
無
関
係
な
そ
の
場
そ
の
場
で
の
役
割

と
し
て
の
「
キ
ャ
ラ
」
を
通
し
て
、
そ
の
場
に
自

分
の
場
を
獲
得
す
る
こ
と
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、「
キ
ャ
ラ
」
に
よ
り
単
純
化
さ
れ
た
円
滑

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
す
力
と
し
て
の

「
コ
ミ
ュ
力
」
を
通
し
て
強
力
な
序
列
が
形
成
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
苛
烈
な
「
コ
ミ
ュ
力
」
競
争
が

行
わ
れ
て
い
る
と
。

こ
の
観
察
に
対
す
る
「
当
事
者
」
な
る
自
分
は

最
初
、「
半
分
正
し
く
、
半
分
違
う
か
な
」
と
い

う
感
覚
を
抱
い
た
。
確
か
に
、
周
り
か
ら
の
承
認

を
意
識
し
て
行
動
し
た
こ
と
が
な
い
と
言
え
ば
大

嘘
に
な
る
し
、
周
り
も
そ
の
原
理
に
基
づ
い
て
動

い
て
い
る
面
も
見
ら
れ
る
。
一
方
、
飄
々
と
し
て

「
自
分
を
持
っ
て
い
る
」
人
も
多
く
見
受
け
ら
れ

る
上
、
土
井
氏
や
斎
藤
氏
の
提
示
す
る
（
よ
う
に

見
え
る
）、
承
認
が
自
分
の
〈
全
て
〉
を
決
定
づ

け
て
い
る
と
い
う
強
迫
観
念
に
四
六
時
中
支
配
さ

れ
、
目
の
下
に
ク
マ
を
つ
く
っ
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
張
り

付
い
て
い
る
よ
う
な
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
観
を
具
現
化

し
た
よ
う
な
人
は
、
む
し
ろ
中
々
見
当
た
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
と
も
感
じ
る
。

し
か
し
、
こ
の
分
析
は
以
下
二
点
に
お
い
て
示

唆
に
富
ん
で
い
る
。
第
一
に
、「
半
分
正
し
く
、

半
分
違
う
」
は
、
社
会
分
析
の
宿
命
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
。社
会
自
体
に
関
心
を
向
け
る
と
き
、

社
会
「
全
体
」
を
捉
え
る
と
い
う
幻
想
を
抱
き
が

ち
だ
が
、
実
際
そ
の
観
察
は
我
々
の
解
釈
が
介
在

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
解
釈
は
、
あ
る
要
素
を

重
要
と
見
な
し
、
他
の
要
素
を
そ
う
見
な
さ
な
い

営
み
と
、
そ
の
諸
要
素
を
あ
る
意
味
体
系
に
そ
っ

て
繋
げ
る
行
為
を
含
む
。
端
的
に
、
社
会
分
析
は



常
に
社
会
を
捨
象
し
て
あ
る
「
面
」
を
捉
え
ざ
る

を
得
ず
、
そ
の
点
で
キ
ャ
ラ
と
コ
ミ
ュ
力
を
め
ぐ

っ
た
「
闘
争
」
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
分
析
は
、

若
者
を
取
り
巻
く
社
会
の
、
高
々
一
面
か
も
し
れ

な
い
が
、
確
か
に
存
在
す
る
一
面
を
掘
り
起
こ
し

問
題
化
し
て
い
る
。

第
二
に
、「
コ
ミ
ュ
力
」
に
留
ま
ら
な
い
問
題

意
識
が
喚
起
さ
れ
る
。
あ
る
競
争
に
よ
る
勝
ち
負

け
が
、
あ
た
か
も
そ
の
人
の
全
人
格
の
価
値
を
決

定
づ
け
て
し
ま
う
力
学
は
、
意
外
と
社
会
に
遍
在

し
て
い
る
の
だ
。
学
力
や
学
歴
が
そ
の
一
例
だ
ろ

う
。
私
は
塾
の
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
で
仲
良
く
話
し

て
い
た
人
に
自
分
の
学
校
を
明
か
し
た
ら
同
い
年

に
も
か
か
わ
ら
ず
敬
語
を
使
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る

し
、
勉
強
が
不
得
手
な
弟
が
競
争
主
義
的
な
父
親

に
苦
し
め
ら
れ
る
姿
を
間
近
で
見
て
き
た
。
ま
た

大
人
の
世
界
に
目
を
向
け
れ
ば
「
現
代
の
低
成
長

時
代
に
お
け
る
成
長
志
向
、
そ
の
た
め
の
市
場
原

理
の
拡
張
が
競
争
を
激
化
さ
せ
」（
総
合
人
間
学
会

編
北
見2015

：1

）
て
お
り
、
能
力
主
義
や
自
己

責
任
論
の
強
調
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
重
大
な

異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。

一
方
確
か
に
「
競
争
に
勝
つ
こ
と
が
全
て
じ
ゃ

な
い
！
」
と
い
う
平
等
主
義
を
標
榜
し
た
論
理
や

実
践
も
観
察
さ
れ
る
が
、
第
一
に
競
争
主
義
と
い

う
現
代
の
趨
勢
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
に
過
ぎ

ず
、
加
え
て
社
会
全
体
を
覆
い
尽
く
す
レ
ベ
ル
に

は
達
し
て
い
な
い
。

す
な
わ
ち
現
在
の
社
会
は
こ
う
観
察
で
き
る
。

「
競
争
」
と
「
平
等
」
が
、
そ
れ
こ
そ
闘
争
を
し

て
い
る
と
。
そ
の
闘
争
の
中
で
、
競
争
で
の
勝
ち

組
と
負
け
組
の
ふ
る
い
分
け
に
よ
る
力
学
は
、
過

去
よ
り
も
不
均
一
に
、
し
か
し
問
題
化
す
る
に
は

十
分
な
ほ
ど
あ
る
一
定
の
人
々
に
強
力
に
か
か
っ

て
い
る
。
事
実
、
社
会
学
者
の
菅
野
仁
は
今
日
の

日
本
社
会
を
「
現
実
に
お
い
て
は
過
度
の
厳
し
い

競
争
社
会
の
性
格
を
も
つ
反
面
、
思
想
や
理
論
と

い
う
側
面
か
ら
は
、
競
争
や
闘
争
を
全
面
的
に
否

定
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
か
な
り
見
ら
れ
る
。
い

わ
ば
現
実
と
理
論
が
大
き
く
乖
離
し
た
状
況
が
続

い
て
い
る
」（
菅
野2003

：166

）
と
端
的
に
喝
破

す
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
競
争
と
承
認
は
緊
張
関
係
に

あ
る
。
競
争
は
勝
者
が
敗
者
の
取
り
た
か
っ
た
席

を
奪
っ
て
、
─
─
大
げ
さ
に
言
え
ば
そ
の
存
在
を

否
定
し
て
─
─
カ
タ
ル
シ
ス
な
り
、
地
位
な
り
、

名
声
を
得
る
と
い
う
構
図
を
持
つ
。「
コ
ミ
ュ
力
」

や
「
学
歴
」
を
筆
頭
と
し
て
、
全
人
格
の
価
値
を

規
定
し
う
る
威
力
を
持
つ
競
争
に
否
応
な
し
に
組

み
込
ま
れ
る
我
々
は
、「
負
け
た
ら
終
わ
り
」
な

の
か
？　

本
稿
の
問
題
意
識
は
そ
こ
に
端
緒
を
持

つ
。

そ
し
て
こ
う
し
た
状
況
へ
の
本
稿
の
視
座
は
、

競
争
の
構
造
自
体
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
も
、
ま

し
て
や
社
会
で
の
競
争
の
全
廃
で
も
な
い
。
こ
う

し
た
社
会
に
対
す
る
〈
フ
ェ
ア
な
〉
向
き
合
い
方

と
は
な
に
か
、
そ
し
て
人
々
を
そ
の
向
き
合
い
方

に
自
然
に
水
路
付
け
ら
れ
る
人
同
士
の
繋
が
り
の

在
り
方
と
は
な
に
か
を
問
う
。
そ
し
て
、
そ
の
繋

が
り
の
中
身
に
、
相
互
補
完
的
な
二
つ
の
条
件
が

見
い
だ
せ
る
と
結
論
す
る
。
一
つ
は
、
分
化
し
た

自
己
を
引
き
受
け
る
「
居
場
所
」
の
確
保
、
そ
し

て
二
つ
目
が
、〈
愛
〝
的
な
〟
関
係
性
〉
で
あ
る
。

２
．
結
局
、
人
は
認
め
ら
れ
た
い

「
人
は
社
会
的
動
物
で
あ
る
。」
と
い
う
常
套
句

は
、
自
我
と
い
う
基
礎
的
な
単
位
の
み
に
着
目
す

る
時
も
妥
当
す
る
。
自
己
認
識
は
他
者
か
ら
の
眼

差
し
で
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
眼
差
し

の
支
配
性
の
強
さ
は
さ
て
お
き
、
他
者
か
ら
の
目

線
を
自
分
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
を
通
し
て
再
帰

的
に
自
己
認
識
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
論
じ
た
学

者
は
多
い
。「
鏡
」
た
る
他
者
か
ら
の
認
識
や
評

価
を
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
感
情
が
成
立

す
る
と
論
じ
た
Ｃ
・
Ｈ
・
ク
ー
リ
ー
、
他
者
か
ら

の
期
待
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
「
客
我
」（
ｍ
ｅ
）

と
、
そ
の
客
我
を
見
つ
め
る
「
主
我
」（
Ⅰ
）
の

不
断
の
影
響
関
係
を
通
し
た
動
的
な
形
成
過
程
に



し
よ
う
。
勝
者
の
論
理
で
は
「
負
け
る
者
が
い
る

か
ら
こ
そ
、
勝
つ
者
が
光
り
輝
く
。（
…
）
人
間

社
会
が
生
き
残
る
た
め
に
は
、
勝
者
が
生
き
残
る

と
い
う
競
争
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
続
け
る
こ
と
が

不
可
欠
」（
岩
崎2015

：45

）
だ
と
主
張
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
、
競
争
を
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
二

項
対
立
が
前
提
さ
れ
た
議
論
は
、
し
ば
し
ば
重
要

な
視
点
を
見
落
と
す
。
ま
ず
実
態
と
し
て
競
争
は

こ
の
社
会
で
多
元
的
に
展
開
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
。
そ
し
て
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
単
一
の
競
争
と

そ
れ
に
よ
る
序
列
化
へ
の
服
従
を
強
い
ら
れ
る
場

合
が
あ
る
こ
と
を
問
題
化
す
べ
き
と
い
う
こ
と

だ
。
例
え
ば
勉
強
が
不
得
手
な
弟
が
将
棋
に
才
能

を
持
っ
て
い
て
、
も
し
か
す
る
と
そ
こ
で
競
争
す

る
の
が
一
番
「
輝
け
る
」
の
に
、
勉
強
が
で
き
な

い
こ
と
で
人
間
と
し
て
劣
等
な
〝
感
じ
〟
を
抱
い

て
し
ま
う
と
い
っ
た
状
態
が
ま
ず
い
の
だ
。

社
会
学
者
Ａ
・
ギ
デ
ン
ズ
は
、『
親
密
性
の
変
容
』

に
お
い
て
、
人
間
関
係
は
階
級
を
筆
頭
と
す
る
ソ

リ
ッ
ド
な
制
度
的
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
、
よ
り
自

由
で
選
択
的
な
も
の
に
な
っ
た
と
主
張
し
た
が
、

昨
今
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
、
そ
の

動
き
に
拍
車
が
か
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
。
人
々

の
関
係
の
自
由
度
や
流
動
性
が
ま
す
ま
す
高
ま

り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
社
会
は
よ
り
多
元
的
で
重
層

的
な
集
団
や
繋
が
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
よ
う

で
い
れ
ば
、
そ
う
し
た
刹
那
的
快
楽
を
求
め
よ
う

と
い
う
気
も
削
が
れ
る
し
、
上
手
く
快
楽
を
享
受

で
き
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
承
認
は

基
底
的
な
役
割
を
果
た
す
と
い
え
る
。

以
上
、
自
己
認
識
に
即
し
た
原
理
的
な
視
点
と

実
際
の
生
活
感
覚
に
引
き
つ
け
た
経
験
的
視
点
か

ら
承
認
の
立
ち
位
置
を
見
て
き
た
。
最
後
に
承
認

が
重
要
な
価
値
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
社
会
背

景
、
価
値
観
の
多
元
化
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

土
井
氏
は
「
私
た
ち
は
旧
来
の
制
度
や
規
範
へ

の
こ
だ
わ
り
を
弱
め
、
そ
れ
ら
に
縛
ら
れ
な
い
自

由
で
多
様
な
価
値
観
を
持
つ
よ
う
に
」（
土
井

2014

：6

）
な
っ
た
と
し
た
上
で
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送

文
化
研
究
所
の
「
日
本
人
の
意
識
調
査
」
の
結
果

を
統
計
的
に
解
析
し
、
一
九
七
〇
年
代
頃
か
ら

「『
伝
統
志
向
』
か
ら
『
伝
統
離
脱
』
へ
と
シ
フ
ト
」

（
同
上
）
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
社
会
か
ら
絶

対
的
な
物
差
し
が
失
わ
れ
、
世
の
中
に
様
々
な
価

値
観
が
氾
濫
す
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
自
分
の

生
き
る
道
の
正
し
さ
を
確
信
し
づ
ら
く
な
り
、
身

近
な
他
者
に
認
め
て
も
ら
う
こ
と
を
通
し
て
安
心

感
を
得
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
と
い
う
分

析
は
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
。

３
．
分
化
さ
れ
た
居
場
所
の
重
な
り
の
中
で

改
め
て
競
争
主
義
の
巣
食
う
現
代
社
会
を
観
察

自
我
の
本
質
を
見
出
し
た
Ｇ
・
Ｈ
・
ミ
ー
ド
な
ど

が
大
家
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
自
我
と
い
う
真
に

原
理
的
な
視
点
か
ら
も
「
人
は
ひ
と
り
で
は
生
き

て
い
け
な
い
」
の
だ
。
生
命
維
持
に
必
要
な
資
源

が
得
ら
れ
な
い
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
以
前
の
話
と

し
て
。

自
己
認
識
は
他
者
か
ら
の
眼
差
し
か
ら
自
由
に

な
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
承
認
を
人
が
存
在
す
る
た

め
の
根
本
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も

必
然
に
思
え
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
身
近
で
経
験

的
な
面
か
ら
承
認
と
人
の
生
き
方
の
関
わ
り
に
迫

る
こ
と
に
し
よ
う
。

前
章
に
て
自
分
が
抱
い
た
「
そ
ん
な
に
承
認
っ

て
〈
全
て
〉
か
な
？
」
と
い
う
違
和
感
は
あ
な
が

ち
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
。
例
え
ば
ス
マ
ホ
ゲ
ー
ム

を
す
る
と
い
っ
た
刹
那
的
な
快
楽
を
求
め
な
が
ら

生
き
る
こ
と
も
原
理
的
に
は
可
能
で
、
人
の
生
の

存
続
理
由
を
そ
う
し
た
刹
那
的
な
快
楽
の
連
続
に

見
出
す
と
き
、
承
認
は
ゲ
ー
ム
と
同
列
な
快
楽
の

一
形
態
に
す
ぎ
ず
、
承
認
が
な
く
と
も
他
の
形
態

の
快
楽
を
追
求
す
れ
ば
良
い
と
い
う
主
張
が
あ
り

う
る
。
し
か
し
、
承
認
が
全
く
要
ら
な
い
な
ん
て

こ
と
は
な
く
、
絶
対
的
な
承
認
の
欠
落
の
感
覚
は

生
を
も
脅
か
す
こ
と
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
（
い

じ
め
に
よ
る
自
殺
の
問
題
な
ど
）。
加
え
て
、
承
認
さ

れ
て
い
る
実
感
が
持
て
ず
、
鬱
屈
と
し
た
気
持
ち



就
労
支
援
の
文
脈
を
超
え
普
遍
的
に
目
指
さ
れ
る

べ
き
〈
つ
な
が
り
〉
だ
と
強
く
信
じ
て
い
る
。

４
．
欠
乏
感
を
補
う
も
の

こ
う
し
た
面
〝
ご
と
に
〟
認
め
て
も
ら
う
人
間

関
係
の
在
り
方
は
〈
冷
た
さ
〉
を
生
み
出
す
。
ジ

ン
メ
ル
は
分
化
し
た
社
会
で
は
「
秘
密
」、
す
な

わ
ち
あ
る
限
定
さ
れ
た
場
面
で
自
己
の
一
つ
の
面

を
見
せ
る
と
き
、
他
の
面
を
「
見
せ
な
い
」
し
相

手
も
「
見
な
い
」
関
係
性
が
特
徴
で
あ
る
と
言
う
。

「
人
は
完
全
に
結
婚
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た

か
だ
か
た
ん
に
人
格
の
一
部
で
結
婚
し
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
」（
ジ
ン
メ
ル1994

〔
上
〕：168

）
の
だ
。

そ
う
し
た
人
間
関
係
の
究
極
形
か
、『
朝
日
新
聞
』

二
〇
一
三
年
五
月
二
日
朝
刊
で
一
七
歳
の
女
子
高

校
生
は
こ
う
語
る
。「
友
だ
ち
を
使
い
分
け
て
い

ま
す
。
一
緒
に
勉
強
す
る
友
だ
ち
、
将
来
の
話
を

す
る
友
だ
ち
、校
外
活
動
を
と
も
に
す
る
友
だ
ち
。

局
面
に
応
じ
て
最
適
な
友
だ
ち
を
選
ん
で
い
る
。」

（
土
井2014

：66

）

あ
る
人
は
こ
う
問
う
だ
ろ
う
。「
そ
れ
っ
て『
本

質
的
な
』
人
付
き
合
い
な
の
？
」。
そ
し
て
、
分

化
し
た
先
々
に
根
を
下
ろ
し
、
一
応
の
居
場
所
を

手
に
入
れ
た
〈
私
〉
は
、
そ
の
場
そ
の
場
で
は
受

容
さ
れ
る
感
覚
を
得
な
が
ら
も
、
例
え
ば
一
人
に

な
っ
た
と
き
深
い
悩
み
に
突
き
当
た
る
か
も
し
れ

引
き
受
け
る
「
居
場
所
」
を
見
つ
け
る
、
そ
れ
こ

そ
が
こ
う
し
た
問
題
状
況
の
回
避
策
と
な
ら
な
い

だ
ろ
う
か
。

社
会
に
共
通
の
関
心
を
基
盤
と
し
た
多
様
な
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
存
在
す
る
以
上
、「
居
場
所
」
を

こ
れ
ら
に
見
出
す
と
い
う
発
想
は
自
然
だ
ろ
う
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
所
属
感
は
、
承
認
さ
れ
て
い

る
感
覚
の
源
泉
と
い
え
る
。
こ
う
す
れ
ば
、
自
分

が
今
ま
で
押
し
付
け
ら
れ
て
い
た
競
争
の
絶
対
性

を
揺
る
が
し
、
自
分
が
本
当
に
参
入
し
た
い
競
争

に
没
頭
す
る
な
り
、
競
争
か
ら
離
れ
た
何
か
で
承

認
と
自
己
充
足
感
を
得
る
生
き
方
を
選
択
す
る
な

り
、
前
向
き
な
対
応
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
何
よ
り
、
複
数
の
面
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

の
居
場
所
で
承
認
を
得
る
こ
と
で
、
そ
の
複
合
体

と
し
て
の
自
分
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
出
す

可
能
性
が
生
ま
れ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
所
属

感
に
よ
り
承
認
を
得
た
自
ら
の
面
Ａ
と
同
じ
く
承

認
を
得
た
面
Ｂ
、
Ｃ
、
…
と
を
〈
か
つ
〉
で
結
ぶ

こ
と
で
、
他
の
誰
で
も
な
い
自
分
が
姿
を
現
す
。

社
会
学
者
の
貴
戸
理
恵
は
、
働
か
な
い
人
の
社
会

包
摂
と
い
う
文
脈
で
あ
る
が
「
一
枚
の
名
刺
や
Ｉ

Ｄ
カ
ー
ド
が
『
そ
の
人
が
何
者
か
』
を
明
か
す
の

で
は
な
く
、
複
数
の
場
や
関
係
性
を
束
ね
る
結
節

点
と
し
て
、
自
己
の
固
有
性
が
証
明
」（
貴
戸

2018

：183

）
さ
れ
る
べ
き
だ
と
言
う
。
自
分
は

に
な
っ
た
。
同
じ
趣
味
や
関
心
を
も
っ
た
人
が
地

理
的
制
約
を
越
え
て
繋
が
れ
る
よ
う
に
な
り
、
多

様
な
大
き
さ
、
結
合
の
強
さ
、
個
人
に
課
す
役
割

を
持
つ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
生
ま
れ
て
は
消
え
る
と

い
う
動
的
な
カ
オ
ス
を
現
代
の
我
々
は
生
き
て
い

る
と
い
う
の
が
私
の
実
感
だ
。
ゆ
え
に
、
社
会
学

者
Ｇ
・
ジ
ン
メ
ル
は
一
八
九
〇
年
に
著
し
た
『
社

会
分
化
論
』
で
、
社
会
が
機
能
分
化
を
通
し
て
個

人
に
多
元
的
な
役
割
や
活
動
の
場
を
与
え
た
結

果
、
人
間
自
身
も
自
己
の
何
た
る
か
を
分
化
し
て

提
示
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
た
が
、
こ
の
状

況
は
今
な
お
健
在
で
、
加
速
す
ら
し
て
い
る
。

自
己
の
分
化
に
伴
い
、〈
断
片
〉
の
総
体
な
る

人
間
は
さ
ら
に
多
様
な
断
片
を
含
む
存
在
と
な
っ

た
。
学
校
の
生
徒
と
し
て
の
自
分
、
ス
ポ
ー
ツ
選

手
と
し
て
の
自
分
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
選
手
と
し
て

の
自
分
、
兄
と
し
て
の
自
分
な
ど
と
、
あ
る
限
定

さ
れ
た
場
面
に
お
い
て
の
役
割
と
、
そ
れ
に
よ
っ

て
定
義
さ
れ
る
性
格
や
個
性
を
面
と
し
て
持
つ
存

在
で
あ
る
。

人
間
を
多
様
な
面
の
総
体
と
し
て
見
た
と
き
、

問
題
と
し
て
い
る
一
元
的
な
競
争
に
よ
る
圧
力
の

罪
悪
が
見
え
て
く
る
。
あ
る
一
面
に
す
ぎ
な
い
も

の
が
本
人
の
望
ま
な
い
形
で
そ
の
重
要
度
を
肥
大

化
さ
せ
て
し
ま
う
の
は
不
当
だ
。
し
か
し
、
そ
の

分
化
し
た
自
己
の
様
々
な
側
面
の
承
認
を
個
別
に



く
し
か
手
は
な
い
の
か
、
と
考
え
る
と
き
、
あ
る

直
感
が
頭
を
よ
ぎ
っ
た
。
自
分
は
そ
の
よ
う
な
ド

ラ
イ
な
人
間
関
係
の
み
に
囲
ま
れ
て
生
き
て
る
の

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
。
実
存
の
承
認
と
い

う
大
そ
れ
た
こ
と
と
、
あ
る
人
を
そ
の
人
の
特
定

の
面
で
し
か
捉
え
な
い
承
認
と
の
中
間
に
、
ま
だ

個
人
化
さ
れ
た
関
係
と
し
て
の
温
も
り
が
感
じ
ら

れ
る
関
係
性
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
例
え

ば
、
気
の
置
け
な
い
三
〇
年
来
の
友
人
と
い
っ
た

関
係
性
は
多
く
見
ら
れ
る
し
、
少
な
か
ら
ぬ
人
が

限
定
さ
れ
た
場
面
を
超
え
て
あ
る
人
と
親
し
く
な

り
、
よ
り
関
係
が
個
人
化
さ
れ
る
感
覚
を
抱
い
た

こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。こ
の
中
間
態
と
し
て
の〈
愛

〝
的
〟
な
関
係
性
〉
を
分
析
し
、
そ
の
役
割
を
考

察
す
る
。

５
．〈
愛
〝
的
〟
な
関
係
性
〉
の
分
析

端
的
に
〈
愛
〝
的
〟
な
関
係
性
〉
を
記
述
す
れ

ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
無
数
の
断
片
の
総
体

な
る
相
手
の
あ
る
一
定
の
面
に
対
し
て
は
肯
定
的

な
評
価
な
い
し
感
情
を
抱
く
。
他
の
一
部
の
面
に

つ
い
て
は
中
立
的
な
い
し
否
定
的
な
評
価
や
感
情

を
持
っ
て
い
て
も
、「
寛
容
」
さ
を
持
っ
て
受
け

入
れ
る
。
見
え
て
い
な
い
面
と
ま
だ
見
ぬ
面
に
対

し
て
は
潜
在
的
な
「
寛
容
」
さ
を
持
つ
。
ま
ず
、

特
定
の
面
に
対
し
て
肯
定
的
な
評
価
及
び
感
情
を

し
か
し
、〈
愛
〉
が
受
け
ら
れ
る
人
間
は
特
権

的
な
の
だ
。
こ
の
形
で
の
承
認
は
家
族
や
保
護
者

が
容
易
に
想
起
さ
れ
る
が
、
令
和
二
年
発
行
の
内

閣
府
『
子
ど
も
・
若
者
白
書
』
で
の
満
一
三
～
二

九
歳
を
対
象
に
し
た
令
和
元
年
度
の
調
査
で
は
、

「
自
分
の
親
（
保
護
者
）
か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
と

思
う
」
と
答
え
た
人
は
七
三
・
七
％
で
あ
り
、
少

な
く
と
も
四
人
に
一
人
は
親
か
ら
の
愛
を
感
じ
ら

れ
て
い
な
い
。
仮
に
幼
少
期
に
家
族
か
ら
〈
愛
〉

を
得
て
も
、
親
と
の
死
別
に
備
え
る
べ
く
血
の
通

わ
な
い
他
者
と
の
繋
が
り
に
そ
れ
を
求
め
て
も
途

方
も
な
い
茨
の
道
が
待
っ
て
い
る
。
恋
人
関
係
で

は
金
目
当
て
顔
目
当
て
に
キ
ー
プ（
自
分
の「
本
命
」

に
見
捨
て
ら
れ
た
保
険
と
し
て
関
係
を
持
つ
相
手
）
と

い
っ
た
断
片
化
さ
れ
た
承
認
に
、
そ
う
し
た
不
完

全
な
承
認
し
か
得
ら
れ
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
い
う
疑
念
。
そ
の
疑
念
と
本
当
は
〈
愛
〉
を
受

け
た
い
と
い
う
思
い
の
複
雑
な
葛
藤
が
相
手
と
自

分
で
上
手
く
交
わ
ら
ず
生
じ
る
軋
轢
。
そ
し
て
仮

に
結
婚
に
至
っ
て
も
三
組
に
一
組
が
離
婚
す
る
現

実
の
中
、
何
十
年
も
理
想
的
な
関
係
を
維
持
す
る

の
は
想
像
以
上
に
困
難
だ
。

つ
ま
り
断
片
化
さ
れ
た
人
間
関
係
か
ら
く
る
欠

乏
感
を
〈
愛
〉
が
満
た
し
て
く
れ
る
と
い
う
期
待

は
、
往
々
に
し
て
空
疎
に
終
わ
る
。
で
は
、
こ
の

現
実
を
甘
受
し
て
ド
ラ
イ
な
人
間
関
係
を
生
き
抜

な
い
。「
私
『
自
身
』
を
見
て
く
れ
る
人
は
い
な

い
の
？
」
と
。
件
の
女
子
高
校
生
の
人
付
き
合
い

の
在
り
方
に
〈
ド
ラ
イ
さ
〉
が
感
じ
ら
れ
る
の
も
、

そ
の
人
の
特
定
の
面
し
か
見
ず
、
い
わ
ば
人
と
し

て
の
〈
豊
か
さ
〉
た
る
多
面
的
な
部
分
を
な
い
も

の
と
見
な
し
て
い
る
。
こ
こ
が
人
間
的
で
な
い
の

だ
。
人
の
内
な
る
宇
宙
を
─
─
葛
藤
し
合
い
絶
え

ず
変
化
を
す
る
、
本
人
で
す
ら
全
て
を
捉
え
き
れ

な
い
深
淵
を
─
─
厭
に
、
ほ
ん
と
う
に
厭
に
平
気

で
見
な
い
で
い
る
点
に
〈
ド
ラ
イ
さ
〉、
人
間
味

の
な
さ
が
あ
る
。
こ
の
欠
乏
感
か
ら
い
か
に
救
わ

れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
問
題
の
焦
点
は
こ
こ

に
移
る
。

こ
う
し
た
ド
ラ
イ
な
人
間
関
係
に
対
置
さ
れ
る

他
者
の
受
け
止
め
方
は
、
無
条
件
に
そ
の
人
を
特

別
な
存
在
と
認
め
、
肯
定
す
る
受
け
止
め
方
だ
と

考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
〈
愛
〉
と
呼
び
た
い
。
無
条

件
に
、
と
い
う
の
は
強
烈
だ
。〝
優
し
い
〟
あ
な

た
が
好
き
、〝
面
白
い
〟
あ
な
た
が
好
き
、
で
は

な
く
、「
あ
な
た
が
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
る
、

そ
れ
だ
け
で
い
い
」
の
だ
。
あ
な
た
が
喋
れ
な
く

な
っ
て
も
、
余
命
が
三
ヶ
月
で
も
、
犯
罪
を
犯
し

て
し
ま
っ
て
も
、
あ
な
た
が
他
で
も
な
い
あ
な
た

と
し
て
存
在
す
る
だ
け
で
特
別
な
存
在
だ
と
言
え

る
こ
と
だ
。
端
的
に
、
本
質
で
な
く
実
存
の
肯
定

が
本
稿
で
の
〈
愛
〉
で
あ
る
。



の
自
分
を
見
出
し
つ
つ
、
あ
る
一
定
の
人
と
個
人

化
さ
れ
た
愛
的
以
上
の
関
係
を
持
つ
こ
と
は
、
一

元
化
さ
れ
た
競
争
の
圧
力
か
ら
距
離
を
取
る
た
め

に
重
要
な
生
き
方
で
あ
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
結

論
だ
。
こ
こ
で
、
意
外
と
多
く
の
人
が
そ
れ
を
実

践
で
き
て
い
る
ぞ
と
い
う
指
摘
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
確
か
に
自
分
な
り
の
幸
せ
を
見
つ
け
そ
つ

な
く
暮
ら
し
て
い
る
人
が
多
数
い
る
よ
う
に
も
感

じ
る
。
し
か
し
過
度
に
単
純
化
さ
れ
た
競
争
主
義

の
喧
伝
は
、
そ
れ
を
信
じ
る
人
な
し
に
こ
こ
ま
で

聞
こ
え
て
こ
な
い
は
ず
だ
。
自
分
の
周
り
に
潜
む

「
暗
黙
の
了
解
」
は
知
ら
ず
の
う
ち
に
形
成
さ
れ

る
し
、
空
気
の
よ
う
な
も
の
で
存
在
に
自
覚
的
に

な
る
機
会
が
得
づ
ら
い
。
そ
う
し
た
状
況
で
今
な

お
押
し
付
け
ら
れ
た
物
差
し
に
苦
し
む
人
た
ち
が

い
る
限
り
、
あ
る
べ
き
社
会
を
構
想
す
る
意
義
は

な
く
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

〈
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献
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ク
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摂
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変
わ
っ
た

り
、嫌
だ
な
と
思
う
部
分
を
見
つ
け
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
受
け
入
れ
ま
す
。」
と
い
う
一
種
の
覚
悟

を
持
つ
必
要
が
あ
る
。
最
も
、
そ
れ
ほ
ど
親
密
に

な
れ
ば
覚
悟
と
い
う
言
葉
が
似
つ
か
わ
し
く
な
い

ほ
ど
心
理
的
負
荷
は
下
が
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で

も
あ
る
種
の
賭
け
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。

こ
れ
は
、
相
手
と
関
係
性
を
作
る
因
子
と
な
っ

た
断
片
以
外
の
部
分
に
も
な
ん
ら
か
の
態
度
を
表

明
し
て
い
る
点
で
、
前
章
の
ド
ラ
イ
な
関
係
と
異

な
る
。
一
方
〈
愛
〉
と
異
な
る
こ
と
に
も
注
意
さ

れ
た
い
。
愛
は
実
存
の
肯
定
だ
と
述
べ
た
が
、
例

え
る
な
ら
ば
人
と
い
う
容
器
自
体
を
肯
定
す
る
こ

と
で
あ
る
一
方
、
愛
的
関
係
は
容
器
の
中
身
に
対

し
て
具
体
的
な
態
度
を
表
明
し
て
お
り
、
そ
の
態

度
に
よ
り
関
係
性
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
愛
的
関

係
は
、
愛
の
機
能
を
代
替
す
る
と
ま
で
断
言
で
き

る
か
は
留
保
が
つ
く
に
せ
よ
、「
私
『
自
身
』
を

見
て
」
と
い
う
要
求
に
応
え
て
い
る
た
め
、
誰
か

し
ら
と
こ
の
関
係
を
持
て
れ
ば
欠
乏
感
を
埋
め
、

断
片
化
さ
れ
た
人
間
関
係
か
ら
の
ア
ジ
ー
ル
と
し

て
機
能
し
得
る
だ
ろ
う
。

６
．
お
わ
り
に

以
上
か
ら
、
分
化
し
た
自
己
を
受
け
止
め
る
複

数
の
居
場
所
を
通
し
て
そ
の
「
結
節
点
」
と
し
て

抱
く
の
は
、
親
し
く
個
人
同
士
が
関
わ
る
に
あ
た

っ
て
は
必
要
条
件
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
何
か
し
ら

惹
か
れ
る
面
が
な
け
れ
ば
親
し
さ
は
成
立
し
な

い
。特

定
の
面
を
承
認
す
る
こ
と
は
前
章
で
欠
乏
感

を
伴
い
得
る
と
述
べ
た
断
片
化
さ
れ
た
人
間
関
係

で
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
関
係
が
個
人
化
さ
れ
、

愛
〝
的
〟
な
も
の
に
向
か
う
に
は
、
肯
定
す
る
面

以
外
に
対
す
る
態
度
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た

す
。
愛
的
な
関
係
で
は
、
肯
定
的
評
価
・
感
情
を

抱
い
て
い
る
面
以
外
で
見
え
て
い
る
面
は
、
中
立

か
否
定
的
な
評
価
や
感
情
を
抱
い
て
い
る
は
ず
だ

が
、
最
終
的
な
態
度
と
し
て
は
「
寛
容
」
さ
を
も

っ
て
受
け
入
れ
る
。
そ
れ
ら
の
面
を
努
め
て
見
な

い
よ
う
に
す
れ
ば
断
片
的
な
人
間
関
係
の
域
を
出

な
い
し
、
否
定
的
な
感
情
が
極
端
ま
で
振
れ
て
関

係
性
を
破
壊
し
て
し
ま
え
ば
そ
れ
で
終
わ
り
だ
。

し
た
が
っ
て
「
相
手
は
間
違
っ
て
い
る
、
と
思
う

の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
寛
い
心
で
受
け

入
れ
る
、
大
目
に
見
る
、
と
い
う
姿
勢
」（
藤
野

2016

：109

）
を
持
つ
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
、
人
が
無
数
の
断
片
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
全
て
を
認
知
し
尽
く
す
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
加
え
て
、
自
分
が
今
認
知

し
て
い
る
断
片
も
変
容
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ

う
し
た
部
分
に
対
し
て
潜
在
的
寛
容
さ
を
持
つ
必



二
〇
一
一
年

井
上
俊
・
船
津
衛
編
『
自
己
と
他
者
の
社
会
学
』、

有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年

岩
崎
夏
海
『
競
争
考
─
─
人
は
な
ぜ
競
争
す
る
の

か
』、
心
交
社
、
二
〇
一
五
年

菅
野
仁
『
ジ
ン
メ
ル
・
つ
な
が
り
の
哲
学
』、
日

本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
三
年

貴
戸
理
恵
『「
コ
ミ
ュ
障
」
の
社
会
学
』、青
土
社
、

二
〇
一
八
年

ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
著
（
居
安
正
訳
）『
社
会

学
〔
上
〕』、
白
水
社
、
一
九
九
四
年
（
原
著
：

一
八
九
〇
年
）

斎
藤
環
『
承
認
を
め
ぐ
る
病
』、
日
本
評
論
社
、

二
〇
一
三
年

総
合
人
間
学
会
編
『〈
居
場
所
〉
の
喪
失
、
こ
れ

か
ら
の
〈
居
場
所
〉
─
─
成
長
・
競
争
社
会
と

そ
の
先
へ
』、
学
文
社
、
二
〇
一
五
年

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
ー
ス
マ
ン
著
（
加
藤
秀
俊
訳
）

『
孤
独
な
群
衆
〈
上
〉』、
み
す
ず
書
房
、
二
〇

一
三
年
（
原
著
：
一
九
五
〇
年
）

土
井
隆
義
『
キ
ャ
ラ
化
す
る
／
さ
れ
る
子
ど
も
た

ち
─
─
排
除
型
社
会
に
お
け
る
新
た
な
人
間

像
』、
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、
二
〇
〇
九
年

土
井
隆
義
『
つ
な
が
り
を
煽
ら
れ
る
子
ど
も
た
ち

─
─
ネ
ッ
ト
依
存
と
い
じ
め
問
題
を
考
え
る
』、

岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、
二
〇
一
四
年

内
閣
府
「
特
集
子
供
・
若
者
の
意
識
と
求
め
る

支
援
に
つ
い
て
」、『
令
和
二
年
版
子
供
・
若

者
白
書
』、
二
〇
二
〇
年
、〈https://w

w
w

8.
cao.g

o.jp
/y

ou
th

/w
h

itep
ap

er/
r02honpen/pdf/b1_00toku_01.pdf

〉

長
谷
川
公
一
・
浜
日
出
夫
・
藤
村
正
之
・
町
村
敬

志
『
社
会
学
［
新
版
］』、
有
斐
閣
、
二
〇
一
九

年
樋
口
善
郎
「
承
認
と
他
者
志
向
」、
京
都
大
学
文

学
部
哲
学
研
究
室
紀
要
、
二
〇
〇
四
年
、

〈https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/
dspace/bitstream

/2433/24226/1/
higuchi.pdf

〉

藤
野
寛
『「
承
認
」
の
哲
学
─
─
他
者
に
認
め
ら

れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
』、
青
土
社
、
二

〇
一
六
年




