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息
子
で
あ
り
友
人
で
あ
る
マ
ー
テ
ィ
ン
に



君
が
︑
研
究
者
と
し
て
取
り
組
む
べ
き
課プ
ロ
ブ
レ
ム題を

明
確
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
公
共
的
な
争イ
シ
ュ
ー点

の
定
式

化
を
公
的
機
関
に
ま
か
せ
る
の
を
や
め
る
と
と
も
に
︑
私
的
な
困ト

ラ
ブ
ル難

に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
自
分
ひ
と

り
の
感
覚
に
頼
る
の
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
り
わ
け
︑
自
分
以
外
の
何
者
か
の
い
う
通
り
に
︑

官
僚
の
エ
ー
ト
ス
を
も
つ
リ
ベ
ラ
ル
で
な
い
実
用
主
義
や
︑
道
徳
的
に
分
裂
し
た
リ
ベ
ラ
ル
な
実
用
主
義

を
受
け
い
れ
る
こ
と
で
︑
君
自
身
の
道
徳
と
政
治
に
お
け
る
主
体
性
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な

い
︒
多
く
の
個
人
的
な
困
難
が
︑
た
ん
に
個
人
的
な
困
難
と
し
て
は
解
決
で
き
ず
︑
公
共
的
な
争
点
の
枠

組
み
の
な
か
で
︑
歴
史
の
形
成
と
い
う
課
題
の
文
脈
の
な
か
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を

認
識
せ
よ
︒
ま
た
公
共
的
な
争
点
の
人
間
的
意
味
は
︑
そ
れ
を
私
的
な
困
難
に
︑
そ
し
て
個
人
生
活
に
お

け
る
諸
課
題
に
関
連
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
せ
よ
︒
社
会

科
学
に
お
け
る
研
究
課
題
は
︑
私
的
な
困
難
と
公
共
的
な
争
点
の
双
方
︑
そ
し
て
個
人
生
活
史
と
歴
史
の

双
方
を
含
み
︑
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
で
生
じ
る
複
雑
で
変
化
の
余
地
の
あ
る
諸
関
係
を
含
ん
で
こ

そ
︑
は
じ
め
て
正
し
く
定
式
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
せ
よ
︒
個
人
の
生
活
と
社
会
の
形
成
は
︑
そ

れ
ら
諸
関
係
の
結
び
つ
き
の
な
か
で
展
開
す
る
︒
社
会
学
的
想
像
力
は
︑
こ
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
︑
現

代
に
お
け
る
人
間
生
活
の
あ
り
方
に
一
石
を
投
じ
る
可
能
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
︒

 

C
・
ラ
イ
ト
・
ミ
ル
ズ
﹁
知
的
職
人
論
﹂﹃
社
会
学
的
想
像
力
﹄（M

ills, 1959=
1965: 294-295
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凡
例

---------------------------------

・ 

本
邦
訳
の
底
本
は
︑H

ausing and Social Theory, by Jim
 K

em
eny （Routledge 1992, H

ardcover edition

（

で
あ
る
︒

・ ﹁　

﹂
は
︑
原
文
で
引
用
符
の
箇
所
を
示
す
︒

・ ﹃　

﹄
は
︑
書
名
・
誌
名
な
ど
を
示
す
︒

・ 

ゴ
シ
ッ
ク
体
は
︑
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
を
示
す
︒

・ ︹　

︺
は
︑
訳
者
に
よ
る
補
足
を
示
す
︒

・ （　

（
は
︑
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
︒

・ 

原
注
は
︑
括
弧
つ
き
の
数
字
で
そ
の
位
置
を
示
し
︑
傍
注
と
し
て
収
録
す
る
︒

---------------------------------
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序
文
お
よ
び
謝
辞

本
書
を
執
筆
し
よ
う
と
考
え
た
の
は
︑
前
著
﹃
持
ち
家
の
神
話
（The M

yth of H
ome O

wnership

（﹄（K
em

eny, 1981

（
に

対
す
る
反
応
に
大
き
な
不
満
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
︒
住
宅
保テ

ニ

ュ

ア

有
形
態
の
問
題
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
例

証
し
説
明
の
一
助
と
し
よ
う
と
し
た
︑
分
岐
論
と
い
う
︑
よ
り
根
本
的
な
問
題
の
方
は
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
一
九
八

〇
年
代
を
通
じ
て
︑
ハ
ウ
ジ
ン
グ
研
究
者
の
間
で
理
論
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
た
︒
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ

て
︑
同
書
の
不
備
な
点
に
つ
い
て
︑
私
自
身
︑
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
同
僚
の
ス
テ
フ
ァ
ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

（Stephan Schm
idt

（
の
研
究
が
︑
こ
う
し
た
観
点
の
触
媒
と
な
っ
た
︒
彼
は
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
立
建
築
研
究
所
に
移
っ

た
直
後
に
同
書
を
読
み
︑
健
全
な
懐
疑
主
義
の
精
神
に
も
と
づ
き
︑
計
量
分
析
を
も
ち
い
て
住
宅
保
有
形
態
と
福
祉
国
家

の
関
係
を
検
証
し
た
︒
そ
の
結
果
は
︑
彼
に
と
っ
て
少
々
意
外
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
私
の
知
見
を
裏
付
け
る
も
の

だ
っ
た
（Schm

idt, 1989a

（︒

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
研
究
に
背
中
を
押
さ
れ
て
︑
こ
の
問
題
に
ふ
た
た
び
取
り
組
む
決
心
が
つ
い
た
︒
そ
し
て
︑
一
層
の
理

論
的
発
展
を
求
め
て
明
確
な
分
岐
論
を
打
ち
出
す
こ
と
を
目
指
し
た
︒
そ
の
直
接
の
成
果
は
︑
ま
ず
研
究
所
の
セ
ミ
ナ
ー

で
︑
つ
ぎ
に
ブ
リ
ス
ト
ル
先
端
都
市
研
究
院
で
発
表
さ
れ
た
長
文
の
論
考
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
の
ち
に
三
つ
の
論
文
と
な

り
︑
さ
ら
に
大
幅
な
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
本
書
の
第
1
章
︑
第
4
章
お
よ
び
第
7
章
と
な
っ
た
︒
こ
の
と
き
私
は
︑
新
し
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い
著
書
の
主
張
に
内
在
す
る
理
論
的
・
認
識
論
的
問
題
に
つ
い
て
︑
よ
り
重
点
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
こ
と
︑
そ
し

て
分
岐
論
に
関
す
る
問
い
も
ま
た
︑
研
究
の
全
体
か
ら
す
れ
ば
部
分
的
な
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
に
思
い
い
た
っ
た
︒
つ

ま
り
︑
そ
の
と
き
書
こ
う
と
し
て
い
た
書
物
が
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
︑
ハ
ウ
ジ
ン

グ
研
究
に
お
け
る
理
論
の
現
状
と
い
う
︑
よ
り
根
本
的
な
問
題
に
取
り
組
む
︑
重
要
な
書
物
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
に

気
づ
い
た
︒
そ
こ
で
は
︑
分
岐
論
も
ま
た
︑
ひ
と
つ
の
具
体
例
に
す
ぎ
な
い
︒
こ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
本
書
は
︑
当
初

計
画
し
て
い
た
も
の
か
ら
は
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
た
︒
も
っ
と
も
︑
最
終
的
に
私
が
書
い
た
の
は
︑
研
究
の
う
ち
優

先
す
べ
き
部
分
だ
け
で
あ
り
︑
も
と
も
と
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
ま
だ
進
行
中
で
あ
る
︒

本
書
の
大
部
分
は
英
国
で
一
九
八
九
年
六
月
か
ら
一
九
九
〇
年
五
月
ま
で
の
あ
い
だ
に
執
筆
さ
れ
た
が
︑
こ
の
期
間
を

通
じ
て
研
究
所
か
ら
助
成
を
受
け
た
︒
研
究
所
か
ら
の
支
え
が
な
け
れ
ば
本
書
を
執
筆
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ

う
︒
執
筆
期
間
の
初
め
の
頃
︑
私
は
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
大
学
社
会
学
科
に
拠
点
を
置
い
て
い
た
︒
一
九
八
九
年
八
月
︑
ブ
リ

ス
ト
ル
先
端
都
市
研
究
院
に
︑
一
九
九
〇
年
四
月
に
サ
セ
ッ
ク
ス
大
学
都
市
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
に
移
っ
た
︒
こ
れ
ら
三

つ
の
研
究
機
関
す
べ
て
に
対
し
︑
本
書
執
筆
の
た
め
の
便
宜
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
感
謝
す
る
︒

ま
た
︑
私
の
研
究
に
関
心
を
も
ち
︑
各
章
の
草
稿
に
コ
メ
ン
ト
を
く
れ
た
同
僚
た
ち
に
感
謝
し
た
い
︒
ア
バ
デ
ィ
ー
ン

の
マ
ー
ク
・
シ
ュ
ッ
ク
ス
ミ
ス
（M

ark Shucksm
ith

（︑
ノ
ー
マ
ン
・
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
（N

orm
an Stockm

an

（︑
ニ
ッ
ク
・

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（N

ick W
illiam

s

（︒
ブ
リ
ス
ト
ル
の
ク
レ
イ
グ
・
ガ
ー
ニ
ー
（C

raig G
urney

（︑
レ
イ
・
フ
ォ
レ
ス
ト

（Ray Forrest

（︑
ア
ラ
ン
・
ミ
ュ
ー
リ
（A

lan M
urie

（︒
サ
セ
ッ
ク
ス
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ
ー
ロ
ー
（Jam

es Barlow

（︑
ピ

ー
タ
ー
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
（Peter D

ickens

（︑
サ
イ
モ
ン
・
ダ
ン
カ
ン
（Sim

on D
uncan

（︑
ピ
ー
タ
ー
・
ソ
ー
ン
ダ
ー
ス

（Peter Saunders

（︒
ま
た
︑
以
下
の
方
々
も
︑
親
切
に
も
草
稿
に
コ
メ
ン
ト
を
く
れ
た
︒
サ
セ
ッ
ク
ス
大
学
の
マ
イ
ク
・

ハ
ー
ロ
ー
（M

ike H
arloe

（︑
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
マ
ッ
ツ
ネ
ッ
タ
ー
（W

alter M
atznetter

（︑
ロ
ン
ド
ン
・
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序文および謝辞

バ
ー
ト
レ
ッ
ト
建
築
学
校
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
メ
レ
ッ
ト
（Steve M

errett

（︑
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
ト
ゥ
ル
ク
大
学
の
ハ
ン

ヌ
・
ロ
ナ
ヴ
ァ
ー
ラ
（H

annu Ruonavaara

（︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
立
建
築
研
究
所
の
ボ
ー
・
ベ
ン
ツ
ソ
ン
（Bo 

Bengtsson

（︑
ラ
ー
ズ
・
ノ
ー
ド
（Lars N

ord

（︑
エ
ヴ
ァ
・
サ
ン
ド
ス
テ
ッ
ト
（E

va Sandstedt

（︒
さ
ら
に
︑
ス
テ
フ
ァ

ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
レ
イ
・
フ
ォ
レ
ス
ト
は
最
終
稿
が
完
成
す
る
前
に
全
体
を
読
み
︑
コ
メ
ン
ト
を
く
れ
た
︒
彼
ら
の
コ

メ
ン
ト
は
︑
広
範
囲
に
わ
た
る
改
稿
の
参
考
と
な
っ
た
︒

人
数
が
あ
ま
り
に
多
く
一
人
一
人
の
名
を
記
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
研
究
所
で
は
︑
同
僚
と
の
議
論
か
ら
多
く
の
も

の
を
得
た
︒
と
り
わ
け
ス
テ
フ
ァ
ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
は
恩
義
を
感
じ
て
い
る
︒
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
議
論
し
︑
そ
の
内

容
は
と
き
に
広
範
囲
に
及
び
︑
ア
イ
デ
ア
を
展
開
す
る
上
で
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
た
︒
こ
の
た

め
︑
彼
の
考
え
と
私
の
考
え
を
区
別
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
意
図
し
な
い
ま
ま
︑
結
果
と
し
て

ア
イ
デ
ア
を
拝
借
し
て
し
ま
っ
て
い
る
部
分
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
許
し
を
請
い
た
い
︒
さ
ら
に
︑
一
九
九
〇
年
一
〇
月

に
研
究
所
で
開
催
さ
れ
た
︑
第
8
章
の
第
二
稿
に
つ
い
て
の
社
会
学
セ
ミ
ナ
ー
の
参
加
者
は
︑
多
く
の
建
設
的
で
有
益
な

コ
メ
ン
ト
を
く
れ
た
︒

最
後
に
な
る
が
重
要
な
こ
と
と
し
て
︑
研
究
所
か
ら
の
施
設
面
で
の
技
術
的
・
物
質
的
支
援
に
感
謝
の
意
を
表
し
た

い
︒
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
と
し
て
︑
研
究
所
の
事
務
ス
タ
ッ
フ
か
ら
の
は
か
り
し
れ
な
い
支
援
に
つ
い
て
も
お
礼
申
し
上

げ
る
︒
と
く
に
︑
英
国
で
の
長
期
滞
在
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
ハ
ッ
セ
・
ヨ
ハ
ン
ソ
ン
（H

asse Johansson

（
の
理
解
と

寛
容
の
お
か
げ
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
図
書
担
当
職
員
は
す
ば
ら
し
い
相
互
貸
借
制
度
を
提
供
し
て
く
れ
た
︒
さ
ら
に
︑
秘

書
の
ビ
ル
ジ
ッ
タ
・
ベ
ッ
ク
（Birgitta Bäck

（
と
グ
ニ
ッ
ラ
・
ブ
ル
ー
ム
（G

unilla Bloom

（
は
文
書
と
図
表
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
入
力
と
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
作
業
を
︑
き
わ
め
て
迅
速
か
つ
正
確
に
進
め
て
く
れ
た
︒
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は
じ
め
に

ハ
ウ
ジ
ン
グ
研
究
は
伝
統
的
に
︑
住
宅
難
が
ど
の
て
い
ど
深
刻
で
︑
ど
の
く
ら
い
の
規
模
で
生
じ
て
い
る
か
を
把
握
す

る
こ
と
に
関
心
を
よ
せ
て
き
た
︒
た
と
え
ば
︑
過
密
︑
不
衛
生
︑
そ
し
て
世
帯
に
対
す
る
住
宅
の
不
足
な
ど
で
あ
る
︒
戦

後
は
と
く
に
住
宅
不
足
に
注
目
が
集
ま
り
︑
過
密
と
衛
生
の
問
題
は
後
景
に
し
り
ぞ
い
た
︒
世
帯
人
数
と
住
宅
数
の
推
定

は
︑
住
宅
不
足
に
対
応
す
る
た
め
の
世
帯
形
成
の
先
送
り
か
ら
生
じ
る
﹁
潜
在
的
﹂
世
帯
数
の
推
定
と
と
も
に
︑
不
足
数

の
総
量
と
︑
そ
の
解
決
に
必
要
な
新
規
建
設
戸
数
を
決
定
す
る
際
に
不
可
欠
の
評
価
基
準
を
な
し
て
い
る
︒
そ
れ
ら
は
︑

な
が
ら
く
ハ
ウ
ジ
ン
グ
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
て
き
た
（C

ullingw
orth, 1960: ch. 1; D

onnison, 1967: 33-5

（︒
こ
の
よ
う

な
ハ
ウ
ジ
ン
グ
へ
の
実
践
的
で
政
策
志
向
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
︑
事
実
上
︑
ハ
ウ
ジ
ン
グ
を
住
宅
単
体
︑
あ
る
い
は
と
き
に

﹁
シ
ェ
ル
タ
ー
﹂
と
呼
ば
れ
る
建
造
物
と
し
て
定
義
し
て
い
る
（A

bram
s, 1964

（︒

し
か
し
︑﹁
住
宅
階
級
（housing classes

（﹂
と
い
う
︑
ハ
ウ
ジ
ン
グ
に
つ
い
て
の
は
じ
め
て
の
理
論
的
な
概
念
が
導
入

さ
れ
た
レ
ッ
ク
ス
と
ム
ー
ア
﹃
人
種
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
紛
争
（Race, Community, and Conflict

（﹄（Rex and M
oore, 1967

（

の
刊
行
を
契
機
に
︑
概
念
や
理
論
に
対
す
る
関
心
が
研
究
に
浸
透
し
は
じ
め
た
︒
そ
れ
に
と
も
な
い
︑
ハ
ウ
ジ
ン
グ
研
究

は
徐
々
に
︑
し
か
し
確
実
に
変
容
を
遂
げ
て
き
た
︒
こ
の
よ
う
な
動
向
は
︑
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
理

論
︑
と
り
わ
け
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
派
の
構
造
主
義
か
ら
︑
そ
し
て
引
き
つ
づ
き
一
九
八
〇
年
代
に
起
こ
っ
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
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主
義
者
た
ち
に
よ
る
反
応
か
ら
︑
す
く
な
か
ら
ぬ
刺
激
を
う
け
て
い
る
︒
四
半
世
紀
近
く
に
わ
た
る
緩
や
か
な
が
ら
確
固

と
し
た
発
展
を
経
て
︑
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
︑
変
化
の
ペ
ー
ス
は
着
実
に
加
速
し
つ
つ
あ
る
︒

と
は
い
え
︑
ハ
ウ
ジ
ン
グ
研
究
の
理
論
的
発
展
は
初
歩
的
な
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
︑
依
然
と
し
て
不
十
分
な
点
が

目
立
つ
︒
多
く
の
ハ
ウ
ジ
ン
グ
研
究
が
抱
え
る
課
題
の
核
心
は
︑
そ
れ
ら
が
住
宅
政
策
と
住
宅
市
場
に
対
す
る
視
野
の
狭

い
関
心
し
か
も
っ
て
お
ら
ず
︑
よ
り
広
範
な
争
点
群
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
ハ
ウ
ジ
ン
グ
研
究
は
︑
い
ま
だ
他

の
社
会
科
学
に
お
け
る
議
論
や
理
論
か
ら
著
し
く
孤
立
し
て
い
る
︒
い
ま
必
要
な
の
は
︑
社
会
科
学
へ
の
統
合
を
進
め
る

こ
と
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
の
ち
に
別
の
文
脈
で
述
べ
る
よ
う
に
︑
認
識
に
お
け
る
変
化
を
︑
社
会
構
造
に
お
け
る
変
化
と
切
り
は
な
し

て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
一
九
八
〇
年
代
中
盤
か
ら
︑
多
く
の
欧
州
諸
国
で
︑
ハ
ウ
ジ
ン
グ
に
関
す
る
教
育
・
研

究
の
制
度
的
イ
ン
フ
ラ
が
驚
異
的
な
ス
ピ
ー
ド
で
整
備
さ
れ
て
き
た
︒
研
究
教
育
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
︑
ポ
ス
ト
が
新

設
さ
れ
︑
ハ
ウ
ジ
ン
グ
に
つ
い
て
の
国
際
的
な
査
読
つ
き
学
術
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
︑
定
期
的
な
国
際
ハ
ウ
ジ
ン
グ
会
議
が

組
織
さ
れ
︑
つ
い
最
近
に
は
︑
欧
州
ハ
ウ
ジ
ン
グ
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（E

uropean N
etw

ork for H
ousing Research

（
が

設
立
さ
れ
た
︒
わ
れ
わ
れ
が
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
の
は
︑
き
わ
め
て
短
期
間
の
う
ち
に
︑
課
題
を
設
定
し
︑
研
究
を

選
別
し
う
る
独
自
の
権
限
体
系
を
備
え
た
︑
新
し
い
学
術
領フ

ィ
ー
ル
ド
域
と
し
て
の
ハ
ウ
ジ
ン
グ
研
究
が
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い

う
事
実
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
ハ
ウ
ジ
ン
グ
研
究
の
内
部
で
︑
教
育
研
究
ポ
ス
ト
へ
の
指
名
︑
学
習
課
程
内
容
の
設
計
︑
競

争
的
研
究
資
金
に
お
け
る
研
究
計
画
書
の
採
択
可
否
の
決
定
︑
学
術
雑
誌
に
お
け
る
論
文
の
掲
載
可
否
の
決
定
︑
書
評
欄

に
と
り
あ
げ
る
本
や
書
評
担
当
者
の
決
定
︑
等
々
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

こ
う
し
た
発
展
は
危
険
を
と
も
な
っ
て
い
る
︒
制
度
は
研
究
を
硬
直
化
さ
せ
る
効
果
を
も
つ
︒
視
野
を
﹁
学
派
﹂
の
内

側
に
固
定
し
︑
変
革
や
回
避
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
疑
問
を
も
つ
こ
と
す
ら
容
易
で
な
い
伝
統
を
継
承
し
て
し
ま
う
︒
さ
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はじめに

ら
に
恐
ろ
し
い
の
は
︑
す
で
に
慢
性
化
し
て
い
る
︑
幅
広
い
社
会
的
関
心
か
ら
の
ハ
ウ
ジ
ン
グ
の
孤
立
を
︑
こ
の
よ
う
な

制
度
化
が
さ
ら
に
助
長
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
だ
︒
ハ
ウ
ジ
ン
グ
研
究
の
制
度
化
は
︑
狭
量
な
専
門
主
義
に
も

と
づ
く
研
究
領
域
の
形
成
を
容
易
に
正
当
化
す
る
︒
そ
う
な
る
と
︑
社
会
全
体
の
文
脈
の
外
側
で
︑
幅
広
い
社
会
科
学
の

議
論
お
よ
び
論
争
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
た
状
態
で
ハ
ウ
ジ
ン
グ
を
扱
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
あ
ま
り
に
速
い

ス
ピ
ー
ド
で
ハ
ウ
ジ
ン
グ
研
究
に
お
け
る
権
限
体
系
の
制
度
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て
︑
抽
象
化
さ
れ
た
経
験
主

義
と
政
策
べ
っ
た
り
の
研
究
の
蔓
延
が
︑
批
判
的
で
再リ

フ
レ
ク
シ
ブ

帰
的
な
ハ
ウ
ジ
ン
グ
研
究
の
出
現
を
抑
圧
す
る
こ
と
︑
す
く
な
く

と
も
遅
ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
︑
私
は
懸
念
し
て
い
る
︒

こ
の
課
題
の
緊
急
性
と
重
要
性
は
は
か
り
し
れ
な
い
︒
ハ
ウ
ジ
ン
グ
研
究
は
︑
対
象
先
行
型
の
領フ

ィ
ー
ル
ド域の
一
つ
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
領
域
で
は
︑
社
会
全
体
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
た
非
再
帰
的
な
経
験
的
研
究
に
お
ち
い
り
や
す
い
︒
そ
れ
は
︑
多

く
の
他
の
﹁
領
域
﹂︑
た
と
え
ば
教
育
︑
交
通
︑
そ
し
て
保
健
と
も
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
︒
な
か
に
は
︑
と
り
わ
け
教

育
︹
に
つ
い
て
の
︺
研
究
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑
概
念
化
の
水
準
が
低
い
状
態
の
ま
ま
で
制
度
化
が
進
み
︑
社
会
科
学

の
な
か
で
も
停
滞
し
た
分
野
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
︒
他
方
で
保
健
の
よ
う
に
︑
い
ま
や
伝
統
的
な
制
約
か
ら

自
身
を
解
き
放
ち
つ
つ
あ
り
︑
社
会
科
学
に
お
い
て
占
め
る
位
置
と
み
ず
か
ら
の
焦
点
に
つ
い
て
︑
よ
り
広
範
で
理
論
化

さ
れ
た
理
解
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
領
域
も
あ
る
︒
み
ず
か
ら
の
研
究
主
題
の
基
盤
に
つ
い
て
の
深
く
徹
底
し
た
評
価
を

欠
い
た
ま
ま
︑
高
度
に
制
度
化
さ
れ
た
局
面
に
移
行
す
る
と
す
れ
ば
︑
ハ
ウ
ジ
ン
グ
研
究
は
悲
惨
な
結
末
を
迎
え
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
︒

し
た
が
っ
て
本
書
は
︑
ま
さ
に
こ
の
時
期
で
な
け
れ
ば
生
ま
れ
な
か
っ
た
書
物
で
あ
る
︒
そ
の
目
的
は
ハ
ウ
ジ
ン
グ
研

究
の
理
論
面
で
の
発
展
を
う
な
が
す
こ
と
に
あ
る
︒
こ
の
点
に
関
し
て
も
っ
と
も
急
を
要
す
る
課
題
は
︑
他
の
社
会
科
学

と
関
連
づ
け
な
が
ら
︑
一
つ
の
領
域
と
し
て
の
ハ
ウ
ジ
ン
グ
研
究
の
現
状
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
︒


