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多
文
化
主
義
・
ポ
ス
ト
世
俗
主
義
と
仏
教
的
世
界
観

大
西
克
明

は
じ
め
に

　

近
年
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
急
速
な
伸
展
は
、
か
つ
て
の
﹁
聖

な
る
天
蓋
﹂︵The Sacred C

anopy

︶
の
信
憑
性
を
喪
失
さ
せ
、
世

界
の
各
地
域
で
暴
力
を
伴
う
紛
争
を
招
き
起
こ
し
た
。
政
治
的
・

経
済
的
要
求
を
端
緒
と
す
る
諸
紛
争
に
、
宗
教
的
信
念
が
利
用

さ
れ
る
こ
と
で
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
化
し
た
﹁
宗
教
﹂
間
の

憎
悪
が
増
す
。
こ
の
よ
う
な
憎
悪
の
根
源
は
、
相
互
の
﹁
無
知
﹂

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
諸
宗
教
間
の
対
話
、

さ
ら
に
は
﹁
宗
教
﹂
と
﹁
世
俗
﹂
と
の
対
話
の
重
要
性
が
声
高

に
叫
ば
れ
る
に
至
っ
た
。
だ
が
し
か
し
、﹁
対
話
﹂
の
フ
ィ
ー
ル

ド
設
定
を
巡
っ
て
種
々
の
困
難
も
み
ら
れ
る
。

　
﹁
対
話
﹂
に
、
社
会
不
安
を
解
消
し
、
安
定
し
た
社
会
統
合
を

も
た
ら
す
手
段
的
価
値
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
目
的
は
社
会

的
統
合
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
統
合
を
理

想
的
状
況
と
す
る
か
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
に
応
じ
て
、
対
話
の
方

法
論
も
異
な
り
を
み
せ
る
。
対
話
そ
れ
自
体
を
目
的
的
価
値
と

し
て
、﹁
対
話
の
状
態
﹂
を
理
想
的
状
態
と
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
も
ま
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た
、
多
元
社
会
に
お
い
て
は
一
つ
の
価
値
に
過
ぎ
な
い
。

　

現
在
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
文
化
多
元
主
義
︵cultural plu-

ralism
︶
や
多
文
化
主
義
︵m

ulticulturalism

︶、
共
同
体
主
義
︵com

-

m
unitarianism

︶
の
議
論
に
お
い
て
通
底
し
て
み
ら
れ
る
特
徴
で

も
あ
る
。
さ
て
、
そ
れ
ら
の
各
論
に
は
、
目
的
と
す
べ
き
統
合

理
念
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
黙
示
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、

主
義
︵
イ
ズ
ム
︶
と
し
て
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

黙
示
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
再
確
認
し
、
こ
れ
ら
に
対
し
、
仏
教
的

世
界
観
は
ど
の
よ
う
な
論
点
を
示
せ
る
の
か
に
つ
い
て
吟
味
す

る
こ
と
は
、
新
た
な
知
見
の
提
示
に
繋
が
る
可
能
性
が
あ
る
だ

ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
社
会
学
者
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
︵M

ax W
eber

︶

の
論
説
以
来
、
仏
教
は
、﹁
現
世
逃
避
﹂︵W

eltfluchtige
︶
を
特
徴

と
し
た
宗
教
の
型
と
し
て
分
析
さ
れ
て
き
たあ
。
こ
の
類
型
は
、

あ
る
一
面
で
は
正
し
い
が
、
必
ず
し
も
仏
教
全
体
を
特
徴
づ
け

る
も
の
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
社
会
と
い
う
特
殊
的
文
化
背
景
か

ら
立
ち
上
が
っ
た
仏
教
は
、
当
該
社
会
の
信
憑
構
造
の
な
か
で

思
想
と
し
て
の
力
を
得
て
い
っ
た
。
そ
の
特
徴
が
︵
ウ
ェ
ー
バ
ー

流
の
認
識
で
い
え
ば
︶、
現
世
逃
避
、
脱
世
俗
主
義
で
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
特
徴
は
、﹁
仏
教
﹂
の
特
徴
的
な
側
面
で
あ
り
、
現
在
で

も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
大
乗
仏
教
は
、
現
世

内
で
の
事
象
に
関
連
し
た
教
理
や
教
説
を
発
達
さ
せ
た
。
こ
れ

も
ま
た
、﹁
仏
教
﹂
の
特
徴
的
な
一
面
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
点

は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
テ
ー
ゼ
の
不
完
全
を
補
う
形
で
修
正
せ
ね

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
仏
教
は
事
実
と
し

て
現
世
内
の
事
象
に
関
与
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
現
世
内
に
お

け
る
勤
労
観
や
人
間
観
、
自
然
観
に
そ
れ
は
現
れ
て
い
る
。
ま

た
、
現
世
社
会
に
順
応
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
改
良
す

る
の
か
等
、
そ
の
方
法
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
多
様
に
生
じ
た
。

国
民
国
家
体
制
へ
の
順
応
や
漸
進
的
改
良
へ
の
立
場
性
も
そ
の

系
の
一
種
で
あ
る
。

　

だ
が
、
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
伸
展
は
、
国
民
国
家
体
制

下
に
お
け
る
統
合
理
念
の
不
完
全
性
を
露
呈
さ
せ
た
。
グ
ロ
ー

バ
ル
な
労
働
力
供
給
に
伴
う
﹁
ヒ
ト
﹂
の
移
動
が
多
方
面
で
進

行
す
る
過
程
で
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
権
利
は
い
か
に
し
て
保

障
さ
れ
る
か
、
と
い
う
深
刻
な
議
論
の
な
か
か
ら
、
多
文
化
主

義
の
主
張
も
現
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
世

俗
社
会
が
伸
展
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
今
日
的
課
題
に
対
し
、
仏
教
は
現
世
逃
避
・
脱

世
俗
の
立
場
か
ら
静
観
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
か

ろ
う
。
仏
教
は
こ
れ
ま
で
も
現
世
内
の
事
象
に
関
心
を
払
っ
て

き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
が
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
到
来
を
予
見

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
現
世
内
で
の
自
己
や
他
者
へ

の
配
慮
の
方
法
に
、
今
日
的
課
題
に
対
す
る
何
か
し
ら
の
知
見

が
み
い
だ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
目
的
か
ら
、
ま
ず
は
、
今
日
的
状
況

を
確
認
す
る
た
め
に
、
ポ
ス
ト
世
俗
化
論
に
つ
い
て
述
べ
る
。

そ
の
後
、
文
化
多
元
主
義
と
多
文
化
主
義
の
課
題
を
述
べ
た
後
、

仏
教
的
視
点
も
加
味
さ
せ
な
が
ら
、
新
た
な
社
会
統
合
理
念
へ

の
視
点
を
吟
味
し
た
い
。

１
　
ポ
ス
ト
世
俗
化
論

　
﹁
宗
教
﹂
と
﹁
世
俗
﹂
を
巡
る
議
論
は
古
く
て
新
し
い
。
世
俗

化
は
宗
教
の
衰
退
を
伴
う
現
象
な
の
か
、
あ
る
い
は
逆
に
、
宗

教
を
復
興
さ
せ
る
契
機
で
あ
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
、
か
つ
て

の
議
論
は
今
日
、
宗
教
と
世
俗
の
双
方
の
概
念
批
判
と
い
う
か

た
ち
で
新
た
に
問
い
直
さ
れ
て
い
る
。

　

ポ
ス
ト
世
俗
化
論
は
、
世
俗
概
念
と
宗
教
概
念
の
成
立
に
、

共
軛
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
るい
。
近
代
に
お
い
て
形

成
さ
れ
た
﹁
宗
教
﹂
概
念
は
、
近
代
的
な
﹁
世
俗
﹂
概
念
の
﹁
写

し
鏡
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
公
的
領
域
を
担
う
﹁
世
俗
﹂
は
、

﹁
宗
教
﹂
を
私
的
な
も
の
へ
と
囲
い
込
ん
だ
。
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
に
象
徴
さ
れ
る
世
俗
的
価
値
に
よ
っ
て
、
宗
教
は
定

義
・
再
定
義
さ
れ
、
市
民
の
義
務
で
あ
る
公
的
領
域
と
、
そ
れ

が
免
除
さ
れ
る
私
的
領
域
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
概

念
批
判
を
含
ん
だ
考
察
は
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評
と
並
行

し
、
世
俗
的
約
束
事
と
し
て
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と

い
う
信
憑
性
へ
の
疑
義
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
あ
る
対
象
を

定
義
す
る
こ
と
は
何
か
を
排
除
し
て
い
る
こ
と
と
等
価
な
の
で

あ
る
。
社
会
統
合
に
お
け
る
現
実
的
な
課
題
に
お
い
て
も
、
こ

れ
ら
の
論
点
は
無
視
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
た

う
え
で
、
文
化
多
元
主
義
と
多
文
化
主
義
を
再
考
し
、
多
様
な

文
化
の
共
生
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
いう
。

２
　
文
化
多
元
主
義
を
巡
っ
て

　

多
民
族
国
家
に
お
け
る
社
会
統
合
を
巡
る
議
論
に
お
い
て
、
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こ
れ
ま
で
各
種
の
多
元
社
会
の
構
想
が
編
み
出
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
な
か
の
一
つ
に
文
化
多
元
主
義
が
あ
る
。
そ
の
要
点
は
、

私
的
領
域
に
限
り
文
化
的
多
様
性
を
認
め
、
公
的
領
域
で
は
、

普
遍
的
と
さ
れ
る
人
権
概
念
な
ど
に
よ
る
共
通
性
で
維
持
を
図

ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
公
的
機
関
は
、
各

種
の
文
化
的
営
み
に
対
し
介
入
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
う
え

で
、
文
化
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
に
対
し
て
は
、
必
要
最
小
限
の

生
存
権
と
し
て
機
会
の
均
等
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主

張
さ
れ
る
。

　

こ
の
主
張
は
、
ロ
ッ
ク
︵John Locke
︶
や
ミ
ル
︵John Stuart 

M
ill

︶
を
系
譜
と
す
る
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
を

淵
源
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
思
想
の
底
流
に
は
、
享
受
さ
れ

る
べ
き
権
利
の
主
体
は
個
人
人
格
で
あ
る
と
い
う
思
惟
が
あ
り
、

さ
ら
に
、
他
者
へ
の
﹁
好
意
的
無
視
﹂
が
、
リ
ベ
ラ
ル
な
主
体

を
保
障
す
る
た
め
の
重
要
な
契
機
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、

個
人
の
内
面
的
な
自
由
の
領
域
が
確
保
さ
れ
る
、
と
す
る
思
考

が
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　

文
化
多
元
主
義
は
、
後
に
み
る
多
文
化
主
義
か
ら
、
公
的
領

域
に
お
い
て
恣
意
的
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
手
厳
し
い
批
判
を
受
け
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
者
へ
の

﹁
好
意
的
無
視
﹂
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
私
的
領
域
の
確
保
の
た

め
に
、
制
度
的
保
障
と
し
て
の
﹁
政
教
分
離
制
度
﹂
が
確
立
さ

れ
た
歴
史
的
意
義
は
大
き
い
。
政
教
分
離
制
度
は
、
各
々
の
世

俗
国
家
形
成
の
歴
史
的
文
脈
に
よ
り
、
そ
の
様
相
は
大
き
く

異
な
る
が
、
近
代
的
で
あ
る
こ
と
の
重
要
な
指
標
の
一
つ
と

な
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う
﹁
近
代
﹂
と
は
、
西
洋
的
価
値
観

の
表
明
の
一
つ
で
あ
る
。﹁
普
遍
的
人
権
﹂
概
念
は
、
世
俗
国
家

形
成
に
お
い
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
文
化
相
対
主
義
者

の
よ
う
に
否
定
す
る
の
は
、
西
洋
的
価
値
観
と
非
西
洋
的
価
値

観
の
対
立
図
式
を
煽
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
到
達
点
の
一
つ
と
し
て
、
私
的
領
域
に
お
け

る
自
由
の
享
受
と
、
そ
の
制
度
的
保
障
と
し
て
の
政
教
分
離
の

思
想
も
ま
た
、
多
様
な
文
化
の
共
生
を
可
能
に
し
よ
う
と
す
る

方
法
論
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

３
　
多
文
化
主
義
を
巡
っ
て

　

多
文
化
主
義
は
、
文
化
多
元
主
義
に
お
け
る
﹁
好
意
的
無
視
﹂
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が
、
結
果
と
し
て
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
に
対
す
る
差
別
の
是
正

に
繋
が
ら
な
い
点
を
鋭
く
指
摘
し
たえ
。
他
者
に
介
入
し
な
い
と

い
う
公
的
配
慮
が
、
社
会
的
不
利
益
を
被
っ
て
い
る
立
場
の
人
々

を
無
視
す
る
現
実
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
ー
へ
の
権
利
付
与
と
、
社
会
的
な
承
認
︵recognition

︶

を
求
め
る
の
で
あ
るお
。
こ
こ
で
い
う
﹁
承
認
﹂
と
は
、
私
的
領

域
に
囲
い
込
ま
れ
た
諸
文
化
に
対
し
、
好
意
的
に
無
視
す
る
と

い
う
態
度
で
は
な
く
、
対
等
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
認
め

る
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
の
多
文

化
主
義
政
策
は
そ
の
一
例
で
あ
るか
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
背
景
に
は
﹁
差
異
の
政
治
﹂

︵politics of difference

︶
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、﹁
普
遍
主
義
の
政

治
﹂︵politics of universalism

︶
に
お
け
る
同
質
化
作
用
へ
の
抗
議

と
し
て
提
起
さ
れ
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
集
団
の
公
的
領
域
に
お

け
る
政
治
的
・
社
会
的
承
認
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
キ
ム
リ
ッ

カ
︵K

ym
licka, W

ill

︶
の
提
唱
す
る
﹁
集
団
別
権
利
﹂︵group-dif-

ferentiated right

︶
は
そ
の
現
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
グ
ル
ー
プ
に
一
定
の
政
治
的
権
限
を
認
め
る
自
治
権
や
、

固
有
文
化
の
維
持
を
支
援
す
る
文
化
権
、
特
別
議
席
を
確
保
す

る
代
表
権
な
ど
の
諸
権
利
が
あ
る
。

　

多
文
化
主
義
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
特
徴
に
一
つ
に
、
権
利
の
享

受
主
体
を
集
団
に
定
位
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に

対
し
、
権
利
主
体
を
個
人
に
限
定
す
べ
き
と
す
る
立
場
か
ら
は
、

集
団
的
権
利
の
容
認
は
、
個
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
結
果
を
も

た
ら
す
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
共
同
体
主
義
者
や

﹁
差
異
の
政
治
﹂
が
、
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
基
盤
を
集

団
性
に
求
め
る
と
の
対
照
的
に
、
個
人
を
主
体
と
し
た
人
権
論

は
権
利
侵
害
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
公
的
領
域
と

私
的
領
域
を
区
別
し
た
近
代
社
会
に
伴
う
原
理
的
な
問
題
と
い

え
ま
い
か
。
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
、
一
定
の
同
質
性
を
担
保
せ

ざ
る
を
得
な
い
国
民
国
家
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
公
私
の
区
分

を
行
っ
て
き
た
近
代
社
会
の
ジ
レ
ン
マ
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
多
文
化
主
義
が
議
論
の
前
提
と
し
た
の
は
、
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
の
独
自
性
の
承
認
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

や
年
齢
、
障
害
の
有
無
な
ど
に
基
づ
い
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
承
認
問
題
を
想
定
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
配
慮
す
べ
き
集

団
の
特
定
が
困
難
に
な
る
と
い
う
状
況
も
考
え
ら
れ
る
。
重
層

的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
特
徴
と
す
る
現
代
に
お
い
て
、
あ
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る
特
定
集
団
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
配
慮
す
れ
ば
よ

し
と
す
る
論
点
は
、
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
ま
た
さ
ら
に
、
現
実

的
に
は
、
集
団
別
権
利
を
付
与
す
る
主
体
が
、
国
民
国
家
で
あ

る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
困
難
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
同

質
性
を
基
盤
と
す
る
国
民
国
家
が
、
い
わ
ば
﹁
上
か
ら
﹂
権
利

を
付
与
す
る
と
い
っ
た
解
決
策
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
多
文
化
主
義
の
試
み
も
、
文
化
の
多
様
性
を
担

保
し
よ
う
と
す
る
一
つ
の
方
法
論
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

４
　
人
権
感
覚
の
多
層
性
に
向
け
て

　

文
化
多
元
主
義
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
堅
守
す

る
私
的
領
域
へ
の
侵
害
拒
否
を
基
盤
と
し
つ
つ
、
独
自
の
人
権

概
念
を
生
成
さ
せ
た
。
国
家
に
よ
る
介
入
を
極
小
に
す
る
こ
と

で
、
そ
れ
は
達
成
さ
れ
る
。
個
人
人
格
の
尊
厳
の
た
め
に
外
部

か
ら
の
介
入
を
極
小
に
す
る
と
い
う
発
想
は
、
権
力
の
制
度
的

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
可
能
に
し
、
人
権
の
尊
厳
を
導
い
た
。
だ
が
、

公
的
領
域
で
設
定
さ
れ
た
人
権
感
覚
が
、
恣
意
的
な
も
の
で
あ

っ
た
と
す
る
多
文
化
主
義
か
ら
の
批
判
も
、
傾
聴
に
値
す
る
。

　

多
文
化
主
義
に
お
い
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
は
、

集
団
性
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
公
的
領
域
に

よ
っ
て
囲
い
込
ま
れ
た
個
人
人
格
で
は
な
か
っ
た
。
多
文
化
主

義
は
、
同
質
性
を
前
提
と
し
た
公
的
領
域
に
よ
る
恣
意
性
へ
の
、

異
議
申
し
立
て
の
運
動
と
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、

オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
な
解
決
案
を
提
示
し
て
い
る
と
も
言
い
が

た
い
。
そ
れ
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
国
民
国
家
へ
の
異

議
申
し
立
て
で
あ
り
、
国
民
国
家
を
超
え
る
﹁
場
﹂
の
設
定
へ

の
期
待
感
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
リ

ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
前
提
と
す
る
人
権
感
覚
、
つ
ま
り
、

個
人
人
格
を
前
提
と
し
た
人
権
に
対
し
、
強
力
な
オ
ル
タ
ー
ナ

テ
ィ
ブ
が
提
示
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

思
う
に
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
人
権
感
覚
に
は
、

理
性
あ
る
人
格
に
、
生
存
権
や
所
有
権
と
い
っ
た
諸
権
利
を
認

め
る
側
面
が
通
底
し
て
る
。
権
利
主
体
の
曖
昧
さ
や
恣
意
性
を

多
文
化
主
義
は
鋭
く
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
示
唆
に
富

む
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
理
性
的
な
人
格
で
な
い
者
は
、

権
利
主
体
に
な
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
義
で
あ

る
。
例
え
ば
、
胎
児
は
権
利
主
体
と
し
て
生
存
権
が
あ
る
の
だ
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ろ
う
か
。
ま
た
、
脳
死
の
人
に
は
所
有
権
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
動
物
や
植
物
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
⋮
。

　
﹁
自
分
で
判
断
し
行
動
で
き
る
理
性
的
存
在
者
﹂
を
権
利
主
体

と
す
る
人
権
感
覚
、
あ
る
い
は
尊
厳
観
は
、
西
洋
近
代
が
創
出

し
た
観
念
で
、
重
要
だ
が
、
あ
る
一
面
し
か
照
射
し
て
い
な
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
人
権
感

覚
に
お
け
る
尊
厳
性
は
、
悲
惨
な
過
去
か
ら
人
類
が
学
ん
だ
価

値
で
あ
る
。
し
か
し
、
部
分
観
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
問
は
、
自
然
に
湧
き
出
て
く
る
。

　

一
方
で
、
多
文
化
主
義
が
主
張
す
る
﹁
集
団
別
権
利
﹂
の
提

言
も
ま
た
、
通
底
す
る
人
権
感
覚
が
曖
昧
で
あ
る
。
公
的
領
域

に
お
け
る
異
議
申
し
立
て
と
し
て
の
承
認
を
求
め
る
運
動
は
、

国
民
国
家
に
よ
る
配
慮
を
求
め
る
戦
略
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
の
た
め
、
国
民
国
家
と
は
区
別
さ
れ
る
﹁
場
﹂
で
承
認
し
合

う
た
め
の
構
想
力
に
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

集
団
に
自
閉
化
し
、﹁
抵
抗
権
︵R

ight of R
esistance

︶﹂
の
名
の
下

に
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
自
体
の
価
値
を
拒
否
す
る
可

能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、﹁
声
な
き
集
団
﹂、﹁
理
性
的

で
あ
る
と
定
義
さ
れ
な
い
人
々
﹂
へ
の
配
慮
へ
の
構
想
も
、
曖

昧
で
あ
る
。

　

多
文
化
主
義
は
、
文
化
多
元
主
義
の
恣
意
性
を
暴
露
す
る
か

た
ち
で
形
成
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
た
と

き
、
両
者
の
差
異
は
、
権
利
を
主
張
で
き
る
主
体
が
、
個
人
な

の
か
集
団
な
の
か
の
違
い
で
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
両
者
は
同
じ

軸
の
上
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
軸
は
、
お
そ
ら
く
、

人
権
感
覚
の
相
同
性
で
あ
る
。

　
﹁
世
俗
﹂
の
形
成
過
程
で
生
成
し
た
、
私
的
で
配
慮
さ
れ
る
べ

き
﹁
宗
教
﹂
と
い
う
認
識
地
図
に
よ
っ
て
、
配
慮
さ
れ
る
べ
き

﹁
主
体
﹂
は
、
個
人
で
あ
れ
集
団
で
あ
れ
、
そ
れ
が
理
性
的
主
体

で
あ
る
と
す
る
観
念
は
、
共
通
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

５
　
ポ
ス
ト
世
俗
社
会
の
条
件

　

今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
う
諸
紛
争
を
、
国
民
国
家
形
成

過
程
で
生
じ
た
世
俗
主
義
へ
の
異
議
申
し
立
て
と
し
て
観
察
す

る
な
ら
ば
、
ポ
ス
ト
世
俗
社
会
は
、
国
民
国
家
を
前
提
と
し
な

い
﹁
承
認
の
場
﹂
が
形
成
さ
れ
る
過
程
と
し
て
描
く
こ
と
が
可

能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
国
民
国
家
を
前
提
と
せ
ず
に
、

﹁
差
異
の
政
治
﹂
を
主
張
し
、
か
つ
、﹁
差
異
を
問
わ
な
い
政
治
﹂
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が
可
能
と
な
る﹁
場
﹂で
あ
る
。﹁
世
俗
﹂概
念
と﹁
宗
教
﹂概
念
の

生
成
に
は
共
通
の
地
場
が
存
在
し
て
い
た
と
の
認
識
や
、
そ
れ

を
基
と
し
た
諸
議
論
は
既
に
み
た
。
こ
こ
か
ら
、
諸
宗
教
間
の

対
話
の
空
間
に
は
、
世
俗
主
義
を
も
組
み
込
ん
だ
も
の
へ
と
進

展
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
認
識
を
示

す
も
の
と
し
て
、
ユ
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
︵M

ark Juergensm
eyer

︶

と
、
ハ
ー
バ
マ
ス
︵Jürgen H

aberm
as

︶
が
示
す
論
点
は
、
議
論

の
整
理
に
資
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ユ
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
は
、
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
近

代
的
な
現
象
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
れ
と
世
俗
的

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
い
か
に
共
生
し
得
る
の
か
に
つ
い
て
考
察

を
進
め
た
。
彼
は
、
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
煽
動
主
義
や

独
裁
主
義
の
面
は
、
世
俗
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
両
立
し
え
な

い
と
し
、
宗
教
の
側
の
自
制
を
期
待
す
る
。
一
方
で
、
宗
教
的

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
提
起
す
る
道
徳
的
次
元
へ
の
想
起
を
世
俗

的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
学
ぶ
こ
と
で
共
生
が
可
能
か
も
し
れ
な

い
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
両
者
が
根
源
的
に
両
立
し
得
な
い
面

と
し
て
、
法
の
正
当
化
、
聖
地
の
占
有
問
題
、
宗
教
的
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
共
同
的
価
値
と
世
俗
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
個
人

的
価
値
の
差
異
を
あ
げ
、
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
世
俗
的

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
真
の
収
斂
は
、
究
極
的

に
は
あ
り
得
な
い
と
結
論
付
け
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
、
両
者
が

変
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
生
が
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
と

の
留
保
を
設
け
る
が
、
彼
の
現
状
分
析
は
、
極
め
て
悲
観
的
で

あ
るき
。

　

同
様
の
問
題
意
識
を
共
有
す
る
と
思
わ
れ
る
ハ
ー
バ
マ
ス
は
、

宗
教
と
世
俗
の
対
話
の
可
能
性
を
次
の
よ
う
に
構
想
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
普
遍
主
義
的
な
法
秩
序
と
平
等
重
視
の
社
会
の
モ

ラ
ル
が
、
そ
の
内
部
の
論
理
か
ら
し
て
、
宗
教
的
共
同
体
の
エ

ト
ス
に
接
続
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
主
張
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
世
俗
の
正
義
が
、
世
界
観
的
に
中
立
の
根
拠
に

よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗

教
的
な
基
礎
づ
け
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
組
み
込
み
得
る
も
の
に

な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
構
想
で
あ
るく
。

　

こ
の
構
想
は
世
俗
と
宗
教
と
の
対
話
の
可
能
性
と
し
て
傾
聴

に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
ー
バ
マ
ス
の
構
想
は
、
世
俗
の
価
値

を
媒
介
と
さ
せ
な
が
ら
、
諸
宗
教
間
の
対
話
の
可
能
性
を
示
し

た
も
の
と
い
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ユ
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
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が
示
し
た
悲
観
性
も
ま
た
、
同
時
に
考
慮
す
べ
き
も
の
と
筆
者

に
は
思
わ
れ
る
。
ユ
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
は
世
俗
と
宗
教
の
両

立
不
可
能
性
を
、
ハ
ー
バ
マ
ス
は
そ
の
可
能
性
を
構
想
し
た
が
、

両
者
に
は
、﹁
世
俗
知
﹂
と
﹁
宗
教
知
﹂
を
分
別
す
る
思
惟
が
通

底
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ポ
ス
ト
世
俗
社
会
の
条
件
構

想
の
際
、
こ
れ
ら
の
分
別
規
準
の
根
拠
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

６
　
仏
教
的
世
界
観
の
視
点
か
ら

　

こ
れ
ま
で
、
多
文
化
主
義
や
ポ
ス
ト
世
俗
主
義
に
お
け
る
構

想
力
と
そ
の
条
件
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
議

論
に
対
し
、
仏
教
的
世
界
観
か
ら
何
が
い
え
る
の
か
に
つ
い
て
、

吟
味
し
て
み
よ
う
。﹁
仏
教
﹂
は
現
世
内
の
諸
事
象
に
対
し
様
々

な
配
慮
を
し
て
き
た
と
本
稿
の
冒
頭
に
述
べ
た
。
当
然
、
そ
こ

で
の
﹁
現
世
内
﹂
と
は
、
世
俗
主
義
に
お
け
る
﹁
世
俗
﹂
と
は

異
な
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
自
ら
と
は
異
な
る
他
者
が
現
存

す
る
と
い
う
想
像
力
を
有
す
る
点
に
お
い
て
両
者
は
一
面
に
お

い
て
共
通
す
る
。﹁
世
俗
﹂
は
公
領
域
と
私
領
域
を
区
別
し
て
立

ち
上
が
る
世
界
観
で
あ
り
、
自
ら
と
異
な
る
私
領
域
と
い
う
他

者
表
象
を
持
つ
。
し
か
し
、
仏
教
が
示
す
﹁
現
世
内
﹂
は
、﹁
世
俗
﹂

と
異
な
り
公
私
の
区
分
を
前
提
と
し
な
い
が
、﹁
現
世
内
﹂
に
は

自
ら
と
異
な
る
他
者
が
現
存
す
る
と
い
う
認
識
論
上
の
前
提
か

ら
、
そ
れ
ら
へ
の
配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

﹁
仏
教
﹂
に
お
け
る
﹁
現
世
内
﹂
に
お
け
る
﹁
他
者
へ
の
配
慮
﹂

と
し
て
観
取
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
い

う
﹁
他
者
﹂
は
、
他
者
表
象
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
広
く
自

然
を
も
含
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
他
者
へ
の
配
慮
は
、

﹁
声
な
き
声
﹂
に
耳
を
傾
け
る
想
像
力
と
、
集
団
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
自
閉
化
し
な
い
感
覚
が

期
待
さ
れ
る
。

　

こ
の
感
覚
は
、
ど
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
植
民

地
下
の
イ
ン
ド
で
活
躍
し
た
タ
ゴ
ー
ル
︵R

abindranath Tagore

︶

に
代
弁
し
て
も
ら
お
う
。

　

わ
た
し
自
身
の
宗
教
体
験
を
か
つ
て
論
じ
た
さ
い
に
、

わ
た
し
の
実
感
の
第
一
段
階
が
自
然

0

0

と
の
親
近
感
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
確
信
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

言
う
と
こ
ろ
の
自
然

0

0

と
は
︵
中
略
︶
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
も
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っ
て
わ
れ
わ
れ
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
満
足
さ
せ
て
く
れ

る
自
然
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
形
や
色
や
音
や
動
き

の
調
和
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
命
を
豊
か
に
し
、
ま

た
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
を
刺
激
し
て
く
れ
る
表
情
豊
か
な

自
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
︵
中
略
︶
わ
れ
わ
れ
の
人
間
性
に
た

え
ず
影
響
を
お
よ
ぼ
す
個
我
に
、
実リ

ア
リ
テ
ィ在
の
富
を
惜
し
み
な

く
開
示
し
て
く
れ
る
世
界
で
あ
るけ
。

　

タ
ゴ
ー
ル
が
、
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
﹁
自
然
﹂
と
は
、
超
越

論
的
存
在
で
は
な
く
、
自
ら
に
関
係
す
る
総
体
を
指
し
て
い
る
。

ま
た
デ
カ
ル
ト
的
な
二
元
論
で
人
間
と
自
然
を
対
峙
さ
せ
る
も

の
で
も
な
い
。
自
然
と
の
交
歓
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
豊

饒
化
し
た
直
観
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
繋
が
り
の
感
覚
や
、
連
帯
の
期
待
感
を
、
タ

ゴ
ー
ル
は
仏
教
の
な
か
に
も
見
い
だ
し
て
い
た
。
こ
こ
で
、
タ

ゴ
ー
ル
の
仏
教
解
釈
や
植
民
地
支
配
へ
の
抵
抗
感
に
つ
い
て
述

べ
る
力
量
を
筆
者
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、

タ
ゴ
ー
ル
の
直
観
か
ら
、
仏
教
的
世
界
観
の
一
端
を
垣
間
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

本
稿
の
主
題
に
関
連
さ
せ
て
考
察
す
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、﹁
世
俗
﹂
と
﹁
宗
教
﹂
は
、
国
民
国
家

形
成
過
程
で
、
周
到
に
形
成
さ
れ
て
き
た
概
念
と
い
え
よ
う
。

そ
の
結
果
、
宗
教
は
私
的
領
域
に
囲
い
込
ま
れ
、
他
者
に
危
険

を
与
え
な
い
限
り
に
お
い
て
、
配
慮
さ
れ
るこ
。
配
慮
不
足
を
感

じ
る
諸
集
団
は
、
公
的
異
議
申
し
立
て
を
行
う
が
、
そ
れ
は
、

国
民
国
家
の
枠
内
で
実
践
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
し
か
な
い
。

　

国
民
国
家
の
公
的
︵
世
俗
︶
領
域
で
は
、
理
性
的
な
人
格
者
の

み
が
権
利
主
体
と
し
て
認
知
さ
れ
る
、
と
い
う
人
権
感
覚
が
通

底
し
て
い
る
。
し
か
も
、
公
的
領
域
に
よ
る
定
義
の
作
用
が
、

じ
つ
の
と
こ
ろ
、
規
律
権
力
と
化
し
、﹁
声
な
き
声
﹂
が
隠
蔽
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
へ
の
抗
議
と
し
て
、
多
文
化
主
義
が
唱
導
さ

れ
て
き
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
俗
主

義
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
公
的
領
域
と
い
う
場
へ
の
抗
議
と
、

承
認
の
政
治
は
、
新
た
な
﹁
声
な
き
声
﹂
を
つ
く
り
出
す
と
い

う
連
鎖
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

　

だ
が
、
先
に
み
た
タ
ゴ
ー
ル
の
直
観
は
、
こ
れ
ら
国
民
国
家

に
お
け
る
公
的
領
域
と
は
異
な
る
﹁
場
﹂、
す
な
わ
ち
他
者
へ
の

配
慮
を
予
感
さ
せ
る
。
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現
代
社
会
に
お
け
る
、﹁
宗
教
﹂
と
﹁
世
俗
社
会
﹂
の
考
察
に

お
い
て
、
い
ま
必
要
な
の
は
、
宗
教
衰
退
論
や
宗
教
復
興
論
を

超
え
て
、
宗
教
概
念
や
世
俗
社
会
概
念
が
、
近
代
と
い
う
力
学

の
も
と
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
背
景
を
理
解
し
、
反
省
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
新
た
な
統
合
ビ
ジ
ョ
ン
を
探

ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
間
の
諸
問
題
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
近
代
化
の

産
物
で
も
あ
る
。
近
代
の
結
合
原
理
を
部
分
観
と
し
て
包
摂
で

き
る
よ
う
な
統
合
原
理
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
間
の
不
毛
な
争
い

を
相
克
で
き
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

仏
教
は
国
民
国
家
形
成
以
前
か
ら
、
人
間
や
自
然
を
も
含
む

あ
ら
ゆ
る
諸
相
の
統
合
ビ
ジ
ョ
ン
︵
そ
れ
は
他
者
へ
の
配
慮
と
し
て

示
さ
れ
る
︶
を
示
し
て
い
る
。
で
は
、
そ
の
統
合
ビ
ジ
ョ
ン
を
支

え
る
根
底
的
な
原
理
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
あ
り

方
と
し
て
、
仏
教
的
世
界
観
に
お
け
る
人
間
観
・
世
界
観
を
考

察
す
る
こ
と
は
意
義
深
い
と
思
わ
れ
る
。

　

筆
者
は
こ
こ
で
、
宗
教
社
会
学
的
な
視
点
か
ら
二
つ
の
論
点

を
提
起
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
①
自
己
も
他
者
も
﹁
覚
れ
る
﹂
と
い
う
期
待
感
で
あ
る
。

こ
の
期
待
感
を
導
く
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
論
を
仏
教
は
つ

く
り
あ
げ
て
き
た
。
そ
の
方
法
論
は
歴
史
的
文
化
的
な
特
殊
性

に
影
響
さ
れ
る
が
、
基
底
と
な
る
の
は
、
そ
の
期
待
感
で
は
な

か
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
こ
で
い
う
自
己
と
他
者
は
、
両
者
に
明

確
な
線
引
き
を
施
す
﹁
近
代
﹂
の
刻
印
を
受
け
た
も
の
で
も
な

い
。
こ
こ
に
は
、
他
者
表
象
へ
の
想
像
力
が
み
ら
れ
る
。﹁
声
な

き
声
﹂
も
ま
た
他
者
性
に
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
自
集
団
へ
の
自

閉
化
が
、
他
集
団
へ
の
抑
圧
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
と
い
う
想

像
力
も
喚
起
さ
せ
る
。

　

次
に
、
②
す
べ
て
が
関
係
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
①
と
も
連
関
し
て
い
る
。
自
分
と
他
者
性
の
区

別
︵
差
異
へ
の
こ
だ
わ
り
︶
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
、

自
分
と
他
者
性
の
区
別
を
溶
解
さ
せ
、
他
者
性
の
中
に
自
己
を

直
観
す
る
感
覚
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
差
異
を
問
わ
な
い
想
像
力

を
生
起
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、
覚
れ
る
存
在
の
尊
厳
性
へ
の
感
覚

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
差
異
へ
の
こ
だ
わ
り
へ
の
感
覚
と
、
差

異
を
問
わ
な
い
感
覚
は
、
関
係
論
的
思
考
の
な
か
に
自
己
を
位

置
付
け
た
結
果
で
も
あ
るさ
。

　
﹁
承
認
の
政
治
﹂
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
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が
理
性
的
な
主
体
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
的
世
界
観
か

ら
み
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
近
代
的
な
理
性
を
も
含
み
込
む
よ
う
な

主
体
で
あ
る
。
自
分
と
他
者
が
尊
厳
性
に
満
ち
、
互
い
に
関
連

し
合
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
は
、﹁
承
認
の
政
治
﹂
に
新
た
な
理

念
と
楽
観
主
義
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
プ
レ
イ
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
ど

こ
に
、
ど
の
よ
う
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の

フ
ィ
ー
ル
ド
設
定
へ
の
取
り
組
み
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
伸
展

す
る
現
在
に
お
い
て
、
仏
教
が
試
さ
れ
て
い
る
課
題
で
は
な
か

ろ
う
か
。
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れ
な
い
こ
と
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な
る
。
日
本
近
代
宗
教
史
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お
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て
、
非
合

理
性
の
ラ
ベ
リ
ン
グ
が
な
さ
れ
た
﹁
民
間
信
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・
習
俗
﹂
な
ど

は
、
宗
教
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定
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っ
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で
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︵
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︶
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に
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ジ
ア
・
モ
ン
ス
ー
ン
気
候
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、
独
自
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発
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た
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日
本
列
島
と
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う
特

殊
的
文
化
背
景
で
、
仏
教
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
感
性
と
も
習
合
し

た
。
こ
れ
を
仏
教
の
変
容
と
み
る
か
変
質
と
み
る
か
は
、﹁
仏

教
﹂
の
定
義
次
第
で
あ
る
が
、
関
係
論
的
な
生
命
の
︵vital
︶

感
覚
は
、﹁
人
間
の
自
然
化
﹂、﹁
自
然
の
人
間
化
﹂
を
も
た
ら

し
て
い
る
。
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