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は
じ
め
に

　

　

21
世
紀
中
盤
以
降
を
生
き
る
日
本
人
の
多
く
は
、

経
済
的
理
由
で
、
65
歳
以
降
も
働
く
必
要
に
迫
ら

れ
て
い
る
。
社
会
人
と
な
っ
て
初
め
て
の
職
か
ら

数
え
て
、恐
ら
く
半
世
紀
以
上
の
長
き
に
わ
た
っ

て
、働
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
近
未
来
の
日
本
人

は
、そ
の
こ
と
を
、苦
役
と
受
け
と
め
ず
、前
向
き

に
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

仮
に
同
じ
仕
事
を
継
続
す
る
と
し
て
も
、働
き
方

を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
代
変
化
に
適
応

し
た
、
新
し
い
考
え
方
や
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仕
事
内
容
を
根
本
的
に
変
え

ざ
る
を
得
な
い
人
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。そ
の
た
め

に
、
皆
が
学
び
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
働
き

続
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
、「
学
び
の
継
続
」

を
意
味
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
学
び
を
通
し
た

働
き
方
の
セ
オ
リ
ー
を
模
索
し
て
い
き
た
い
。

２
つ
の
人
生
時
計

　

人
生
全
体
を
１
日
の
太
陽
の
動
き
に
重
ね
合
わ

せ
る
「
人
生
時
計
」
の
考
え
方
が
あ
る
。「
人
生
の

正
午
」
を
定
め
た
ユ
ン
グ
（Jung,C.G.

）
の
考
え

方
は
、
後
に
、
ス
ー
パ
ー
（Super,D.E.

）
の
「
ラ

イ
フ
キ
ャ
リ
ア･

レ
イ
ン
ボ
ー
理
論
」
へ
と
発
展

し
た
。
私
は
、
人
生
時
計
を
第
１
時
計
【
図
１
】

と
第
２
時
計
【
図
２
】
の
２
つ
に
分
け
て
考
え
た
。

　
一
般
的
な
人
生
時
計
は
、
人
生
80
年
を
１
日
24

時
間
に
置
き
換
え
る
考
え
方
で
あ
る
。
誕
生
を
零

時
と
し
、
20
歳
は
午
前
６
時
、
40
歳
が
ち
ょ
う
ど

正
午
に
当
た
る
。
働
き
盛
り
の
50
歳
代
前
半
は
、

午
後
３
時
か
ら
４
時
頃
。
夕
暮
れ
ま
で
に
は
十
分

ひ
と
仕
事
で
き
る
時
間
帯
で
あ
る
。
60
歳
定
年
は

午
後
６
時
で
あ
り
、
こ
の
後
の
時
間
帯
は
楽
し
い

晩
餐
の
ひ
と
時
で
あ
る
。
70
歳
は
午
後
９
時
に
当

た
り
、就
寝
準
備
に
入
る
。
そ
し
て
、80
歳
に
零
時

を
迎
え
、
臨
終
が
近
づ
く
。

　
「
１
年
＝
18
分
」
に
置
き
換
え
ら
れ
、
時
は
流
れ

て
い
く
。各
時
間
帯
に
や
る
べ
き
仕
事（
発
達
課
題
）

が
存
在
し
、
現
在
の
自
分
の
年
齢
に
見
合
う
、
お

お
よ
そ
の
時
刻
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
何

に
取
り
組
む
べ
き
か
を
考
え
る
。
年
齢
を
意
識
す

る
こ
と
に
よ
り
、
充
実
し
た
「
生
」
を
謳
歌
で
き

る
と
い
う
考
え
方
が
、「
人
生
時
計
」
に
は
含
ま
れ

て
い
る
。

　

20
世
紀
中
頃
、中
国
の
毛
沢
東
国
家
主
席
は
、「
朝

日
の
昇
り
き
っ
た
午
前
８
時
頃
が
、
人
生
で
最
も

良
い
時
期
で
あ
る
」
と
述
べ
た
と
さ
れ
る
。
人
生

80
年
時
代
で
は
27
～
29
歳
頃
に
当
た
る
。

　

超
高
齢
社
会
で
は
、
人
生
時
計
を
80
歳
以
降
も

設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
80
歳
を
超
え
た
時
間
帯

が
、
当
初
か
ら
設
定
さ
れ
て
い
な
い
人
生
時
計
に

対
し
て
、
根
本
的
な
疑
問
が
出
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。「
人
生
の
山
は
、
一
つ
だ
け
で
は
な
く
、も
う

一
つ
あ
る
は
ず
で
あ
る
」と
私
は
考
え
た
。
最
初
の

山
は
、
仕
事
の
定
年
年
齢
で
あ
る
60
歳
を
迎
え
た

午
後
６
時
で
終
わ
り
、
第
２
の
山
が
60
歳
以
降
に

始
ま
る
。
60
歳
で
第
１
時
計
を
リ
セ
ッ
ト
し
、
新

た
に
第
２
時
計
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
と
考
え
た
い
。 

　

そ
の
た
め
に
は
、
第
１
時
計
に
お
い
て
、
午
後

第　  回4
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化
し
て
い
る
。
背
景
に
は
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ン
カ
ー

の
未
成
熟
さ
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
離
職
を
機
に
、

若
者
た
ち
が
自
分
の
人
生
航
路
の
羅
針
盤
を
真
剣

に
考
え
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
仕
事
を
通
し
て

自
分
が
実
現
し
た
い
こ
と
は
何
な
の
か
、
社
会
に

対
し
て
ど
の
よ
う
な
貢
献
を
し
た
い
の
か
、
是
非

と
も
考
え
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

　

単
に
会
社
の
歯
車
に
な
る
だ
け
の
存
在
だ
と
し

た
ら
何
と
哀
し
い
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
就
職

活
動
時
や
転
職
時
に
限
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
生

全
般
に
お
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア

ア
ン
カ
ー
を
確
立
し
て
い
る
人
は
、
人
生
航
路
の

難
局
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

● 

第
２
理
論�

：
偶
然
の
積
み
重
ね
が
経
験
を

　
　
　
　
　
　
形
作
る
「
計
画
さ
れ
た
偶
発
性
」

　

予
期
し
な
い
人
と
の
出
会
い
や
事
態
の
変
化
に

よ
っ
て
、
自
ら
の
人
生
が
好
転
し
た
り
、
あ
る
い
は

そ
の
逆
に
な
る
こ
と
を
、
多
く
の
人
が
経
験
し
て

い
る
。「
キ
ャ
リ
ア
の
８
割
が
予
期
し
な
い
出
来
事

や
偶
然
の
出
会
い
に
よ
っ
て
決
定
」
さ
れ
、
さ
ら
に

「
自
ら
の
主
体
性
や
努
力
」
に
よ
っ
て
、
ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
の
機
会
へ
つ
な
が
る
と
い
う
の
が
、
ク
ル
ン

ボ
ル
ツ
（Krumbolz,J.D.

）
理
論
の
核
心
で
あ
る
。

　

日
ご
ろ
か
ら
積
極
的
行
動
を
し
て
い
る
人
は
、

本
当
に
自
ら
に
幸
運
を
も
た
ら
す
偶
発
性
を
呼
び

寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？ 

こ
れ
に
第
１
理
論

の
知
見
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ン
カ
ー
が
加
わ
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

す
な
わ
ち
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ン
カ
ー
が
明
確
で
あ

れ
ば
、
ア
ン
テ
ナ
の
高
さ
と
感
度
が
自
然
に
増
し
、

る
第
２
時
計
で
は
、
根
本
的
に
生
き
方
の
姿
勢
を

切
り
替
え
る
必
要
が
あ
る
。

第
１
時
計
で
の
働
き
方

　

第
１
時
計
で
の
働
き
方
は
い
わ
ゆ
る
働
き
盛
り

世
代
の
働
き
方
で
あ
り
、
そ
の
セ
オ
リ
ー
に
つ
い

て
、
産
業
界
で
長
年
追
究
さ
れ
て
い
る
。
基
本
理

論
を
次
の
２
つ
の
理
論
に
集
約
し
て
紹
介
し
た
い
。

●
第
１
理
論�

：
人
生
航
路
の
羅
針
盤

　
　
　
　
　
　
「
キ
ャ
リ
ア
ア
ン
カ
ー
」

　

職
業
人
が
仕
事
絡
み
の
問
題
に
悩
む
時
、
そ
の

原
因
を
ど
こ
に
求
め
る
か
？　

問
題
の
複
雑
さ
が
、

自
分
の
保
有
す
る
知
識
、
技
能
、
興
味
の
範
囲
を

越
え
て
お
り
、
従
来
の
対
処
法
で
は
解
決
で
き
な

い
た
め
、
皆
悩
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
際
の
打
開
策

と
し
て
、キ
ャ
リ
ア
心
理
学
者
シ
ャ
イ
ン（Shein,E.

H.

）
は
、
次
の
３
つ
の
問
い
か
け
が
、
有
効
で
あ

る
と
し
た
。

①
何
が
得
意
か
（
才
能
と
能
力
）

②
何
を
や
り
た
い
の
か
（
動
機
と
欲
求
）

③ 

何
を
や
っ
て
い
る
自
分
が
充
実
し
て
い
る
か

　
（
意
味
と
価
値
）

　

実
践
的
な
意
味
で
は
、
自
己
啓
発
の
手
段
と
し

て
の
役
割
を
果
た
す
が
、
理
論
的
に
は
、
キ
ャ
リ

ア
ア
ン
カ
ー
（
＝
人
生
航
路
の
羅
針
盤
）
を
診
断

す
る
技
法
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ア
ン
カ
ー
と
は

船
の
錨い
か
りを

意
味
し
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ン
カ
ー
は
、
仕

事
に
お
け
る
最
も
重
要
な
価
値
観
を
意
味
す
る
。

　

近
年
、
若
者
の
短
期
間
で
の
離
職
が
社
会
問
題

に
差
し
掛
か
る
40
歳
頃
か
ら
、
第
２
時
計
を
見
据

え
た
準
備
を
始
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
準
備
が

不
十
分
で
あ
る
と
、
次
の
人
生
ス
テ
ー
ジ
で
つ
ま

ず
く
こ
と
に
な
る
。
第
１
時
計
で
の
勝
利
者
が
、

再
び
第
２
時
計
で
勝
利
者
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。

　

第
２
時
計
は
、
第
１
時
計
よ
り
も
進
行
速
度
が

少
し
速
い
。
第
２
時
計
に
お
い
て
、
朝
日
の
昇
り

き
る
午
前
８
時
台
は
、
80
歳
過
ぎ
の
年
齢
段
階
と

な
る
。
朝
日
が
昇
る
時
間
帯
を
再
び
作
り
出
し
、

老
年
期
に
希
望
と
潤
い
を
も
た
ら
す
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
60
歳
を
迎
え
た
還
暦
以
降
で
動
き
始
め

【図２】人生時計〈第２時計〉
60歳からの60年を24時間で再構築
・��１年＝24分
�・�５年＝120分＝２時間
・10年＝４時間
・15年＝６時間

【図１】人生時計〈第１時計〉

人生80年を24時間で構築
�・��１年＝18分
・��５年＝90分＝1.5時間
・10年＝３時間
・15年＝4.5時間
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〈第１時計〉よりも
進行速度が少し速い
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日
々
の
生
活
に
お
け
る
何
気
な
い
情
報
の
中
か
ら

も
、
有
用
な
情
報
と
し
て
的
確
に
と
ら
え
、
自
分

の
も
の
に
す
る
確
率
が
高
ま
る
。
逆
に
キ
ャ
リ
ア

ア
ン
カ
ー
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
、
有
用
な
情
報

が
近
く
に
存
在
し
て
も
、
見
逃
し
て
し
ま
う
。

　

自
ら
の
価
値
観
に
基
づ
く
理
想
像
を
胸
に
描
き
、

そ
れ
が
未
来
に
お
け
る
遠
い
目
標
と
な
り
、
そ
こ

に
到
達
す
る
た
め
の
方
略
を
考
え
る
こ
と
が
、
い

わ
ゆ
る
人
生
設
計
で
あ
る
。
未
来
へ
つ
な
が
る
自

ら
の
信
念
を
確
立
し
、
日
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
来

事
に
対
応
し
て
い
け
ば
、
チ
ャ
ン
ス
を
見
極
め
、

も
の
に
で
き
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
そ
し
て
、
最

終
的
に
そ
の
人
の
人
生
航
路
が
着
実
に
成
功
へ
と

前
進
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

第
２
時
計
で
の
働
き
方

　

20
世
紀
前
半
（
１
９
４
５
年
頃
ま
で
）
に
生
ま

れ
た
日
本
人
男
性
の
多
く
は
、
彼
ら
の
職
業
人
生

の
仕
上
げ
期
を
20
世
紀
終
盤
か
ら
21
世
紀
序
盤
に

置
い
た
。
彼
ら
は
、
学
校
教
育
を
受
け
た
後
、
日

本
の
戦
後
成
長
期
に
職
業
人
と
な
り
、
60
～
65
歳

ま
で
の
職
業
人
生
を
突
き
進
ん
だ
。
こ
の
世
代
は
、

会
社
に
身
を
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
生
が
形

作
ら
れ
た
た
め
、
人
生
時
計
に
つ
い
て
も
、
第
１

時
計
で
人
生
全
体
が
ほ
ぼ
説
明
で
き
る
世
代
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
職
業
人
生
を
終
え
た
後
の
人
生

が
「
余
生
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

２
０
１
３
年
以
降
、わ
が
国
で
は
年
金
支
給
開
始

年
齢
が
65
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
が
、
こ
の
世
代

の
人
た
ち
の
多
く
は
、
職
業
人
生
を
終
え
た
後
の

生
活
資
金
を
主
に
年
金
で
支
え
て
い
る
。
そ
し
て
、

不
足
分
を
貯
金
の
切
り
崩
し
、
あ
る
い
は
若
干
の

就
労
な
ど
で
補
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
世
代
に
対
し
て
、
21
世
紀
中
盤
以
降

ま
で
生
き
る
人
た
ち
（
主
に
１
９
７
０
年
以
降
に
生

ま
れ
た
人
た
ち
）は
、質
的
に
全
く
異
な
る
人
生
を

展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は
会
社
に
身
を
委

ね
る
こ
と
な
く
、自
ら
主
体
的
に
人
生
を
築
い
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
年
金
財
政

が
高
齢
化
の
進
展
と
と
も
に
従
来
の
水
準
を
維
持

し
て
い
く
の
が
難
し
く
な
る
中
、
80
歳
近
く
ま
で

仕
事
を
も
つ
こ
と
も
十
分
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　

21
世
紀
人
に
は
、「
第
１
時
計
で
の
働
き
方
」
と

は
異
な
る
、「
第
２
時
計
で
の
働
き
方
」を
確
立
す

る
こ
と
が
、一
人
一
人
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
１
日
８
時
間
労
働
で
週
５
日
勤
務
の
仕
事
を

60
歳
ま
で
続
け
て
き
た
人
が
、
こ
の
勤
務
形
態
で

80
歳
ま
で
仕
事
を
継
続
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し

か
し
、
長
期
休
暇
を
挟
み
、
週
３
日
勤
務
で
あ
れ

ば
80
歳
ま
で
の
勤
務
も
可
能
で
あ
る
。
勤
務
形
態

が
変
わ
れ
ば
、そ
れ
に
伴
い
、仕
事
内
容
も
変
わ
る
。

そ
う
し
た
「
切
り
替
え
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
時
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
れ
ば
良
い
か
？

第
２
時
計
が
刻
む
人
生
航
路
で
、
働
き
続
け
る
た

め
に
は
、
組
織
や
グ
ル
ー
プ
の
一
員
で
は
な
く
、
個

人
と
し
て
の
自
分
自
身
を
よ
く
見
つ
め
る
こ
と
が

大
切
に
な
る
。
自
分
と
異
な
る
年
齢
段
階
、
性
、

仕
事
内
容
、
国
籍
の
人
物
と
交
流
を
も
つ
こ
と
も

欠
か
せ
な
い
。
自
分
と
同
じ
タ
イ
プ
の
人
の
み
と

日
常
的
に
交
流
を
も
っ
て
い
て
は
、
自
分
を
変
え

る
こ
と
は
難
し
い
が
、
自
分
と
異
な
る
タ
イ
プ
の

人
と
付
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
人
は
変

わ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

変
身
を
遂
げ
る
た
め
に
は
、
第
１
時
計
の
段
階

で
交
流
を
も
た
な
か
っ
た
人
と
、
敢
え
て
交
流
を

も
つ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、

自
分
の
内
面
に
眠
る
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
気
づ
か

な
か
っ
た
一
面
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
が
、
第
２
時
計
で
の
人
生
の
原
動
力
と
な
り
、

80
歳
頃
の
「
第
２
の
輝
き
」
に
つ
な
が
る
。

　

こ
う
し
た
切
り
替
え
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
、

「
無
形
資
産
」
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
友
人
関
係
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
い
っ
た
社

会
性
と
の
関
連
で
あ
る
。
貯
金
、
不
動
産
、
年
金

な
ど
の
有
形
資
産
と
は
、
明
ら
か
に
性
質
を
異
に

す
る
。
21
世
紀
中
盤
へ
向
け
て
人
生
航
路
を
歩
ん

で
い
く
人
た
ち
に
は
、
意
識
的
に
無
形
資
産
を
構

築
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

無
形
資
産
の
構
築
は
、
一
朝
一
夕
で
は
実
現
す

る
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
時
間
を
要
す
る
。
そ

の
た
め
、
日
々
の
生
活
に
お
い
て
、
友
人
と
過
ご

す
時
間
、
自
己
啓
発
の
た
め
の
勉
強
に
充
て
る
時

間
、
身
体
を
鍛
え
る
時
間
な
ど
、
時
間
の
割
り
振

り
が
重
要
に
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
、
あ
ま
り

意
識
せ
ず
、
結
果
的
に
、
無
形
資
産
を
構
築
し
て

き
た
人
は
、
21
世
紀
人
の
前
世
代
に
も
、
も
ち
ろ

ん
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
21
世
紀
人

に
は
、
無
形
資
産
の
重
要
性
を
十
分
理
解
し
た
上

で
、
そ
の
獲
得
へ
向
け
て
努
力
を
行
う
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
老
年
期
に
変
身
を
遂
げ
る
た
め

に
は
、
無
形
資
産
が
必
須
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

無
形
資
産
の
構
築
が
、「
健
康
増
進
→
新
時
代
に
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適
応
し
た
弾
力
的
発
想
の
修
得
→
新
し
い
仕
事
の

獲
得
」
と
い
っ
た
プ
ラ
ス
の
連
鎖
を
も
た
ら
し
、

人
生
後
半
を
切
り
開
い
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
21

世
紀
人
に
と
っ
て
は
、
無
形
資
産
の
構
築
は
、
仕

事
の
継
続
に
結
び
つ
き
、
有
形
資
産
の
構
築
に
も

つ
な
が
る
。
21
世
紀
中
盤
以
降
を
生
き
る
人
た
ち

は
、
こ
う
し
て
80
歳
近
く
ま
で
、
仕
事
と
人
と

関
わ
り
な
が
ら
、
新
た
な
人
生
を
展
開
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

40
歳
リ
セ
ッ
ト
モ
デ
ル

　

21
世
紀
を
生
き
る
日
本
人
は
、「
65
歳
以
上
も
仕

事
を
継
続
す
る
」
と
い
う
現
実
を
受
け
入
れ
、
そ

の
方
法
を
模
索
し
始
め
て
い
る
。
し
か
し
、
国
の

政
策
も
人
々
の
意
識
も
、
速
す
ぎ
る
時
代
変
革
の

ス
ピ
ー
ド
に
対
応
で
き
て
い
な
い
。
65
歳
以
降
も

引
き
続
き
働
く
た
め
に
は
、
職
種
や
業
種
の
壁
を

越
え
て
経
験
の
幅
を
拡
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

40
歳
前
後
で
転
職
を
決
断
す
る
人
も
少
な
く
な
い
。

　

本
節
で
は
第
２
時
計
で
の
職
業
人
生
を
見
据
え

た「
転
職
に
成
功
す
る
条
件
」を
探
っ
て
い
き
た
い
。

日
経
ビ
ジ
ネ
ス
は
次
の
３
点
を
指
摘
す
る（『
日
経
ビ

ジ
ネ
ス
ア
ソ
シ
エ
』
２
０
１
７
年
８
月
10
日
）。

① 

自
分
自
身
の
経
験
･
ス
キ
ル
の
棚
卸
を
行
い
、

そ
の
整
理
が
で
き
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

自
分
に
合
っ
た
転
職
先
に
巡
り
合
え
て
い
る
。

② 

将
来
の
目
指
す
べ
き
方
向
が
描
け
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
ど
の
職
場
で
、
ど
の
よ
う
な
経
験
を

積
め
ば
良
い
か
に
つ
い
て
、
把
握
で
き
て
い
る
。

③ 

企
業
が
求
め
る
人
材
像
を
把
握
し
、
自
分
の
存

在
価
値
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

企
業
が
採
用
し
た
い
人
と
な
っ
て
い
る
。

　

学
校
卒
業
後
の
就
職
に
際
し
、
若
者
た
ち
に
は

20
歳
前
後
で
の
自
己
分
析
と
社
会
環
境
分
析
を
も

と
に
意
志
決
定
を
行
っ
て
も
ら
う
。
し
か
し
、
自

ら
の
生
き
方
に
自
信
を
見
出
せ
な
い
人
も
多
く
、

３
年
以
内
で
の
初
職
退
職
者
が
、
大
卒
者
の
場
合

で
も
、
１
９
９
０
年
代
後
半
か
ら
30
％
を
超
え
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

若
者
た
ち
に
は
、
最
初
の
就
職
に
当
た
っ
て
、

自
分
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
ス
タ
イ
ル
（
仕
事

内
容
と
勤
務
地
な
ど
）
を
、「
第
１
時
計
で
の
働
き

方
」
で
示
し
た
基
本
２
理
論
に
沿
っ
て
、
じ
っ
く

り
と
考
え
て
、
就
職
活
動
を
成
功
さ
せ
て
も
ら
い

た
い
。
そ
し
て
、
40
歳
く
ら
い
ま
で
は
、
少
々
嫌

な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
職
場
で
自
分
を
磨
き

続
け
て
ほ
し
い
。
た
だ
し
、
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
へ
就

職
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
い
ち
早
く
仕
切
り

直
す
べ
き
で
あ
る
。

　

併
せ
て
、
こ
れ
か
ら
続
く
長
い
人
生
に
お
い
て
、

本
当
に
こ
の
「
働
き
方
」
が
自
分
に
合
っ
て
い
る

の
か
ど
う
か
、
改
め
て
考
え
て
も
ら
い
た
い
。
人

生
中
間
点
で
の
「
働
き
方
」
の
見
直
し
は
、
必
須

作
業
で
あ
る
。
そ
の
際
、
第
２
時
計
を
見
据
え
、

自
分
だ
け
で
な
く
、
家
族
全
体
を
中
核
に
据
え
て
、

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

　

第
１
時
計
の
正
午
で
あ
る
40
歳
前
後
で
あ
れ
ば
、

人
生
後
半
を
共
に
過
ご
す
家
族
が
形
成
さ
れ
て
い

る
と
い
う
前
提
で
、
40
歳
リ
セ
ッ
ト
モ
デ
ル
は
組
み

立
て
ら
れ
て
い
る
。
家
族
と
連
携
し
な
が
ら
、
再

ス
タ
ー
ト
の
準
備
を
始
め
る
べ
き
で
あ
る
。
見
直

し
に
お
い
て
は
、無
形
資
産
が
役
立
つ
こ
と
が
多
い
。

　

第
２
時
計
を
見
据
え
た
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
、

リ
ス
ク
の
大
き
い
こ
と
は
考
え
ず
、
自
ら
を
客
観

視
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
の
自

分
は
他
人
や
社
会
の
た
め
に
、
何
が
で
き
る
か
を

考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
る
と
、
視
界
が
開
け
る
。

40
歳
リ
セ
ッ
ト
モ
デ
ル
は
、
そ
れ
を
促
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

現
代
日
本
社
会
の
若
年
、
中
堅
世
代
は
、「
頑
張

れ
」
と
言
わ
れ
て
も
、「
ど
の
よ
う
に
頑
張
っ
た
ら

良
い
か
分
か
ら
な
い
」
人
が
多
い
と
さ
れ
る
。
彼

ら
は
、
社
会
保
障
の
改
善
は
厳
し
く
、
む
し
ろ
低

下
傾
向
に
あ
る
21
世
紀
中
盤
以
降
の
日
本
社
会
を

生
き
る
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
に
対
し
て
、
自
助

努
力
の
み
を
課
す
こ
と
は
、
余
り
に
も
厳
し
す
ぎ
、

公
的
年
金
で
暮
ら
せ
る
年
配
者
た
ち
の
責
任
放
棄

で
も
あ
る
。
今
後
、
老
年
期
ま
で
職
業
人
生
の
継

続
を
強
い
ら
れ
る
人
た
ち
に
対
す
る
「
働
き
方
支

援
」
は
不
可
欠
で
あ
り
、
行
政
支
援
を
は
じ
め
と

し
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
が
喫
緊
の
課
題
に
な
る
。

　

第
１
時
計
と
第
２
時
計
の
働
き
方
に
は
、
明
ら

か
な
違
い
も
あ
る
が
、
自
ら
の
適
性
と
置
か
れ
た

状
況
を
的
確
に
分
析
し
て
、
前
向
き
な
努
力
を
行

う
と
い
う
「
共
通
点
」
も
あ
る
。
学
び
の
姿
勢
は

必
須
で
あ
り
、
こ
の
点
は
、
健
康
長
寿
者
の
生
き

方
と
も
重
な
る
。「
人
生
１
０
０
年
時
代
の
生
き
方

･
働
き
方
」
研
究
の
役
割
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て

い
る
。
悩
め
る
人
た
ち
に
対
す
る
「
働
き
方
支
援
」

は
、個
別
的
、具
体
的
に
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。


