
そ
青
年
は
価
値
的
行
動
を
展
開
し
、
種
々
の
社
会

惡
に
毒
さ
れ
る
こ
と
な
く
正
し
い
哲
学
を
も
つ
こ

と
が
今
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
人
問
内

部
の
生
命
的
変
革
こ
そ
現
代
に
最
も
必
要
と
さ
れ

る
も
の
だ
と
わ
九
し
は
信
じ
る
。
そ
れ
は
一
一
言
で

い
え
ぱ
、
人
間
の
生
命
を
解
き
明
か
し
た
哲
学
に

よ
っ
て
こ
そ
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。

私
は
咋
夏
、
フ
ラ
ン
ス
の
。
ハ
リ
大
学
に
語
学
留

学
し
、
国
際
都
市
や
カ
ル
チ
ェ
ラ
タ
ン
で
各
国
の

若
者
た
ち
と
語
り
合
っ
九
。
多
く
の
見
識
あ
る
若

者
は
西
洋
文
明
に
よ
る
恩
恵
、
豊
か
さ
に
絶
望
あ

る
い
は
拒
否
を
示
し
、
人
間
と
し
て
真
の
豊
か
さ

を
得
る
べ
く
歩
き
出
し
て
い
た
。
し
か
も
彼
ら
の

多
く
は
そ
れ
を
東
洋
哲
学
に
求
め
よ
う
と
し
て
い

る
0
 
私
は
思
う
。
堀
江
青
年
の
あ
の
海
へ
の
前
む

き
の
情
熱
の
よ
う
に
生
命
的
大
ロ
マ
ン
に
よ
り
青

年
は
こ
の
社
会
を
明
か
る
く
す
べ
く
波
動
と
遠
征

を
続
け
る
こ
と
が
今
肝
要
で
あ
ろ
う
。
若
者
主
体

の
ニ
ユ
ー
ク
リ
エ
イ
ト
カ
ル
チ
ユ
ア
、
そ
れ
が
発

想
の
転
換
で
あ
り
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
青
年
九
ち

に
よ
り
新
し
い
地
域
文
化
を
図
る
こ
と
は
ど
ぅ
で

あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
若
者
と
旧
世
代
と
の
ブ
リ
ッ

ジ
の
役
割
を
果
九
し
、
家
庭
1
職
場
1
地
域
1
京

都
1
日
本
1
世
界
1
宇
宙
と
い
う
大
き
な
視
野
の

元
に
た
っ
て
、
一
人
一
人
の
瓢
変
革
を
図
る
こ

と
が
肝
要
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
何
の
た
め
の
変
革
か
?
私
は

思
う
。
人
間
共
和
の
社
会
を
劍
る
た
め
の
生
命
的

変
革
だ
と
、
そ
し
て
青
年
が
そ
の
実
証
を
自
分
の

地
域
、
会
社
、
家
庭
と
社
会
と
に
示
し
て
い
く
こ

と
こ
そ
与
え
ら
れ
た
重
要
な
課
題
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

(
本
部
職
員
)

、
凡

住
谷
悦
治
著

『
ラ
ー
ネ
ッ
ド
博
士
伝
』

大
先
輩
の
生
涯
を
学
び
、
重
厚
に
し
て
至
純
、
誠

実
に
し
て
冷
静
、
た
だ
黙
々
と
キ
リ
ス
ト
教
主
義

大
学
の
親
柱
を
積
み
上
げ
九
こ
の
哲
人
的
風
格
の

人
物
の
存
在
無
く
し
て
は
、
熱
情
無
比
の
新
島
襄

先
生
の
同
志
社
立
学
の
大
業
も
成
り
得
な
か
っ
た

と
い
う
、
深
い
感
懐
を
抱
か
し
め
ら
れ
る
。

本
書
は
、
「
博
士
の
教
師
と
し
て
、
学
者
と
し

て
、
ま
た
人
格
に
お
い
て
、
わ
た
く
し
が
九
だ
な

ら
ぬ
尊
敬
と
思
慕
を
懐
い
て
い
る
」
と
述
懐
さ
れ

る
住
谷
総
長
の
ラ
ー
ネ
ッ
ド
博
士
へ
の
至
愛
の
情

に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
。
「
友
と
は
、
二
つ
の

関
係
に
宿
れ
る
一
つ
の
魂
で
あ
る
」
(
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
)
と
い
う
が
、
日
ご
ろ
私
の
み
る
住
谷
氏
の
人
と

な
り
と
そ
の
思
想
に
は
、
同
志
社
人
の
な
か
で
も

他
に
比
類
無
く
、
ラ
ー
ネ
ッ
ド
博
士
と
人
格
の
波

長
を
共
に
す
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を
感
ず
る
。
そ

の
筆
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
『
一
フ
ー
ネ
ッ

ド
博
士
伝
』
は
、
損
な
う
こ
と
な
く
そ
の
全
貌
を

伝
え
、
売
名
浮
薄
の
時
流
に
抗
し
て
、
同
志
社
が

地
味
に
し
て
着
実
に
、
わ
れ
ら
に
真
の
自
由
を
得

せ
し
め
る
真
理
の
大
道
に
向
っ
て
、
団
結
濶
歩
す

る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

近
年
、
学
内
騒
然
、
同
志
社
の
第
二
世
紀
を
展

望
し
設
計
す
る
叡
知
を
養
う
い
と
ま
を
も
た
ず
、

1
人
と
思
想
1

未
来
社
、
 
A
 
5
 
判

一
、
 
0
 
一
三
頁
、
七
、
 
0
0
0
円

わ
れ
ら
の
伺
志
社
は
、
創
立
百
周
年
の
記
念
す

べ
き
時
期
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
そ
の
伝
統
を
顧

み
、
未
来
を
展
望
す
る
糧
と
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
そ
の
と
き
、
こ
こ
に
同
志
社
総
長
住
谷
悦
治

博
士
の
一
千
頁
を
超
え
る
大
著
『
一
フ
ー
ネ
ッ
ド
博

士
伝
1
人
と
思
想
』
粂
来
社
版
)
を
手
に
し
て
、

同
志
社
の
学
風
形
成
に
巨
雌
の
重
き
を
為
す
こ
の

物
事
の
潮
ど
き
を
わ
き
ま
え
ぬ
か
に
見
え
る
沈
滞

の
な
か
で
、
い
ま
こ
の
『
一
フ
ー
ネ
ッ
ド
博
士
伝
』

の
出
版
に
接
し
、
同
志
社
真
髄
を
翻
す
べ
き
好

適
の
書
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
、
格
別
の
よ
ろ
こ

び
を
覚
え
る
。

住
谷
氏
の
感
動
的
な
言
葉
、
「
序
論
は
同
時
に

結
論
で
あ
り
、
結
論
は
ま
た
序
論
的
意
味
を
有

つ
。
は
じ
ま
り
は
終
り
で
あ
り
、
終
り
の
は
じ
ま

り
で
あ
る
。
」
 
9
二
八
頁
)
同
志
社
の
将
来
、
、
永
遠

の
発
展
に
備
え
る
に
当
九
っ
て
、
ま
こ
と
に
わ
れ

ら
は
、
同
志
社
創
成
期
の
開
拓
者
た
ち
が
、
同
志

社
の
学
風
形
成
の
九
め
に
果
た
し
た
「
序
論
」
的

役
割
を
明
察
、
反
劉
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。

住
谷
氏
の
詳
細
な
解
説
を
得
て
、
ラ
ー
ネ
ッ
ド

博
士
が
、
神
信
仰
へ
の
自
由
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会

の
組
織
の
自
由
、
思
想
の
自
由
の
三
つ
の
自
由
確

立
を
め
ざ
し
て
、
新
島
襄
先
生
を
助
け
る
べ
く
同

志
社
に
馳
せ
参
じ
、
維
新
期
の
荒
武
者
の
ご
と
く

に
粗
豪
做
慢
の
学
生
九
ち
に
も
、
「
不
適
不
平
の

み
多
く
、
伺
一
つ
満
足
し
た
こ
と
は
な
か
っ
九
。

斯
か
る
際
に
当
九
っ
て
、
私
共
が
最
も
尊
敬
し
て

居
っ
九
の
は
、
独
り
ラ
ー
ネ
ッ
ド
教
授
で
あ
っ

た
」
(
山
崎
弘
道
)
と
言
わ
し
め
る
充
実
し
た
働
ら
き

を
展
開
さ
れ
九
事
情
を
、
手
に
と
る
ご
と
く
知
る
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こ
と
が
で
き
る
。
口
の
わ
る
い
徳
富
蘇
峯
も
、

「
先
生
は
規
律
そ
の
も
の
で
あ
り
、
能
率
そ
の
も

の
で
あ
り
、
精
励
恪
勤
そ
の
も
の
で
あ
る
。

信
仰
を
街
は
・
ざ
る
も
、
信
仰
の
人
だ
。
先
生
の
外

皮
に
は
、
清
教
徒
的
の
硬
質
あ
る
も
、
そ
の
一
皮

を
剥
げ
ぱ
、
真
の
愛
の
宗
教
を
解
得
す
る
基
督
者

だ
」
と
驚
嘆
し
、
外
人
教
師
敬
速
の
蘇
峯
を
も
、

「
只
先
生
の
教
場
に
は
、
心
か
ら
の
愉
快
を
以
っ

て
出
席
し
九
」
と
述
懐
せ
し
め
て
い
る
。
ま
た

「
先
生
の
博
識
は
、
何
人
も
異
論
な
き
所
、
然
も

人
の
先
生
に
質
問
す
る
毎
に
、
ア
イ
・
ド
ン
ト
・

ノ
ー
と
答
え
九
0
 
ア
イ
.
ド
ン
ト
.
ノ
ー
は
先
生

の
綽
号
と
な
っ
た
程
だ
し
と
も
書
き
記
さ
せ
て
い

る
。
本
書
に
は
、
謙
虚
誠
実
の
ラ
ー
ネ
ッ
ド
博
士

の
声
も
現
し
身
も
其
処
ら
に
あ
る
想
い
を
も
っ

て
、
そ
の
解
説
の
頁
を
締
か
せ
て
ゆ
く
。

経
済
学
者
、
社
会
思
想
家
と
し
て
の
博
識
の
住

谷
氏
が
、
ラ
ー
ネ
ッ
ド
博
士
の
怒
済
学
、
政
治
学

に
つ
い
て
、
そ
の
諸
著
述
を
丹
念
に
紹
介
し
、
日

本
経
済
学
史
並
び
に
社
会
思
想
史
上
の
地
位
と
意

義
を
論
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
、
侘
谷
氏
な
ら
で
は

の
独
壇
場
で
あ
り
、
ラ
ー
ネ
ッ
ド
門
下
か
ら
深
井

英
五
、
浮
田
和
民
、
留
岡
幸
助
、
安
部
磯
雄
等
々

の
傑
出
し
た
人
物
を
世
に
送
っ
た
の
み
な
ら
ず
、

味
な
人
生
に
意
味
を
与
え
よ
う
と
し
、
絶
望
的
な

闘
い
を
挑
む
の
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
木
安

と
絶
望
と
死
と
い
う
虚
無
の
地
獄
へ
現
代
人
を
案

内
し
た
。
ニ
ー
チ
ェ
は
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
恐
怖
と

対
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を
肯
定
し
よ
う
と

し
た
。
カ
フ
力
の
文
学
は
無
を
克
服
し
、
新
し
い

力
の
秘
密
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
絶
望
的
な
試
み

で
あ
っ
た
0
 
ヤ
ス
。
ハ
ー
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
意
味
あ
る
人
生
を
生
き
よ
う
と
す
れ
ぱ
、
ど

う
し
て
も
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
砂
漠
を
通
ら
ね
ぱ
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
精
神
的
態
度
を
悲
劇
性
へ

と
高
め
た
の
は
カ
ミ
ュ
と
サ
ル
ト
ル
で
あ
り
、
無

意
味
な
人
生
を
有
意
味
な
も
の
に
変
え
る
の
は
自

由
と
い
う
選
択
権
を
持
つ
人
間
の
努
力
で
あ
り
、

そ
の
努
力
は
無
駄
と
知
っ
て
い
て
も
や
り
ぬ
く
べ

き
責
任
が
人
間
に
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
0
 
こ

こ
に
古
代
悲
劇
に
現
れ
た
正
義
と
人
間
性
の
高
貴

と
偉
大
が
再
び
輝
い
て
く
る
の
で
あ
り
、
虚
無
の

地
獄
に
落
ち
た
現
代
人
が
再
び
神
に
似
た
も
の
と

し
て
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

更
に
茗
者
は
現
代
諸
科
学
と
悲
劇
的
世
界
像
と

の
関
係
を
論
じ
て
い
る
が
、
自
然
科
学
の
進
歩
は

人
間
存
在
の
無
意
味
さ
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
に
よ

づ
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
文
学
の
勝
利
を
も
た
ら
し
、
そ

小
崎
弘
道
、
海
老
名
弾
正
の
よ
う
に
、
信
仰
と
社

会
生
活
と
を
統
一
す
る
自
由
思
想
筆
を
輩
出
し
た

同
志
社
神
学
の
源
泉
の
、
い
ず
こ
に
あ
る
か
を
も

明
示
し
て
剰
す
と
こ
ろ
が
な
い
。

普
通
、
伝
記
に
は
自
叙
伝
と
他
者
即
ち
伝
記
作

家
に
よ
る
一
個
人
の
生
涯
の
伝
記
と
が
含
ま
れ

る
。
自
面
像
に
は
、
内
面
の
真
実
の
噴
出
す
る
独

自
の
強
味
が
あ
る
が
、
時
と
し
て
客
観
性
の
欠
如

を
免
れ
な
い
。
伝
記
作
家
は
、
人
生
行
路
に
沿
う

鏡
の
ご
と
く
に
客
観
的
姿
を
映
し
と
ろ
う
と
す
る

そ
れ
を
愛
着
す
る
筆
者
の
主
観
的
評
価
に
味

.
)
、

力付
け
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
陰
影
法
に
浮

き
彫
り
に
さ
れ
た
肖
像
画
の
面
白
味
を
も
つ
。

そ
れ
に
較
べ
て
、
歴
史
家
は
爼
上
に
載
せ
る
対

象
の
生
成
・
変
化
を
そ
の
史
実
過
程
の
客
観
性
に

即
し
て
、
そ
の
厳
密
さ
を
求
め
る
点
で
は
、
伝
記

作
家
の
緻
密
性
に
劣
ら
な
い
が
、
し
か
も
歴
史
家

が
単
な
る
仏
記
作
球
で
終
り
得
な
い
の
は
、
そ
の

客
観
的
に
年
代
順
に
生
起
す
る
事
件
を
、
社
会
法

歴
史
法
則
の
基
盤
の
上
で
、
整
序
し
、
批
判

」
、

貝し
、
社
会
発
展
の
法
則
に
照
ら
し
て
評
価
す
る
こ

と
を
、
全
叙
述
の
大
眼
目
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

単
な
る
伝
記
作
家
と
は
違
う
歴
史
家
と
し
て
の
科

学
的
任
務
こ
そ
、
住
谷
氏
の
固
有
の
境
地
に
属
す

闘
的
世
界
像
は
二
十
世
紀
で
は
も
う
成
立
し

え
な
い
と
い
う
説
が
支
配
的
に
な
っ
て
き
て
い

る
も
の
と
一
言
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。

本
書
は
、
何
よ
り
も
住
谷
氏
の
ラ
ー
ネ
ッ
ド
博

士
へ
の
無
比
の
敬
慕
に
出
発
し
、
そ
の
身
辺
の
さ

ま
ざ
ま
の
資
料
は
、
紙
き
れ
一
つ
も
大
切
に
集
録

し
、
い
さ
さ
か
の
重
複
も
恐
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な

い
伝
記
作
家
の
態
度
を
含
む
。

し
か
し
住
谷
氏
の
独
自
の
貫
禄
は
、
社
会
科
学

者
と
し
て
の
歴
史
的
叙
述
の
手
堅
さ
に
あ
る
。
同

志
社
総
長
と
し
て
の
激
務
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た

こ
の
『
一
フ
ー
ネ
ッ
ド
博
士
伝
』
の
鋭
い
分
析
と
批

判
と
を
通
し
て
、
こ
こ
に
同
志
社
第
二
世
紀
へ
の

明
確
な
指
針
を
誓
込
も
う
と
す
る
の
は
、
ひ
と

り
私
の
み
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

(
嶋
田
啓
一
郎
・
大
学
文
学
部
教
授
)

る
。
か
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
鉾
台
で
活
躍
し
た

「
人
間
」
は
そ
の
高
貴
性
偉
大
性
神
秘
性
を
失
い
、

現
代
で
は
無
に
等
し
い
一
個
の
有
機
体
に
低
下
し

て
し
ま
っ
た
。
掲
げ
ら
れ
て
い
た
正
義
に
か
わ
っ

て
、
政
治
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
利
益
が
優
先
し
て

く
る
。
姿
な
く
世
界
を
支
配
し
て
い
た
神
々
は
既

に
滅
び
、
歴
史
的
心
然
と
い
う
論
理
が
指
導
権
を

握
る
。
か
よ
う
に
し
て
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
土
台
と

な
っ
た
世
界
観
が
失
わ
れ
た
以
上
、
も
う
悲
劇
も

木
可
能
と
い
う
主
張
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
0

さ
て
、
著
者
は
こ
の
世
界
観
の
変
化
を
認
め
な

が
ら
も
、
古
代
悲
劇
と
共
通
し
た
精
神
的
要
素
を

現
代
の
作
品
の
中
に
探
っ
て
い
く
。
そ
れ
を
実
存

主
義
.
不
条
理
の
作
家
た
ち
に
お
い
て
認
識
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
文
学
こ

そ
が
悲
劇
性
を
生
み
出
す
土
台
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
主
張
す
る
の
で
あ
る
0

著
者
に
よ
れ
ぱ
、
こ
れ
ら
の
作
家
た
ち
は
人
問

や
人
生
に
対
し
て
否
定
と
肯
定
の
世
界
観
を
両
つ

な
が
ら
保
持
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
著
者
は

「
悲
劇
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
「
悲
劇
的
パ
ラ
ド
ツ
ク

ス
」
と
呼
ぷ
。
彼
ら
は
人
間
は
無
に
等
し
い
存
在

で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
ゆ
え
に

無
と
対
決
し
て
ぃ
か
に
生
き
る
か
を
求
め
、
無
意

法
律
文
化
社
、
 
B
6
判

二
七
五
真
一
、
六
0
0
円

れ
が
悲
劇
的
世
界
像
の
土
台
と
な
っ
た
。
精
神
分

析
学
は
ハ
イ
デ
ィ
ッ
ガ
ー
の
実
存
分
析
の
模
範
と

な
り
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
悲
劇
作
家
に
大
き
な
影

郷
ゞ
乞
与
え
た
。
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
「
人

間
の
深
淵
は
。
ハ
ン
や
美
服
で
埋
め
る
こ
と
は
出
来

ず
、
不
協
和
音
を
イ
ン
タ
ー
の
り
ズ
ム
で
解
決
出

来
な
い
」
と
い
う
G
 
・
ベ
ン
の
言
葉
を
引
用
し

て
、
経
済
的
決
定
論
や
楽
観
主
義
は
悲
劇
と
全
く

無
関
係
と
い
い
切
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
革
命
の

闘
士
の
中
に
自
己
の
自
由
な
泱
定
に
責
任
を
持
つ

人
間
と
し
て
の
悲
劇
的
英
雄
像
を
み
て
お
り
、
サ

ル
ト
ル
、
カ
ミ
ユ
の
作
品
が
引
用
、
説
明
さ
れ
て

い
る
。

更
に
、
中
国
革
命
を
テ
ー
マ
に
し
た
マ
ル
ロ
ー

の
作
品
の
中
に
悲
劇
的
世
界
像
の
理
想
に
も
っ
と

も
近
い
も
の
を
見
る
。
「
登
物
人
物
は
絶
望
の
う

ち
に
不
条
理
な
運
命
に
突
き
進
む
。
絶
望
が
彼
ら

を
う
ち
の
め
し
な
が
ら
反
抗
に
か
り
た
て
る
。
結

局
失
敗
す
る
の
だ
が
、
そ
の
反
抗
は
つ
か
の
間
の

も
の
で
あ
っ
て
も
人
間
精
神
の
勝
利
と
い
う
幻
想

を
与
え
て
く
れ
る
。
」
こ
れ
が
著
者
が
も
っ
と
も

言
い
た
か
っ
九
こ
と
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
。

(
竹
部
琳
昌
・
大
学
工
学
都
教
遅

・
ー
・
グ
リ
ッ
ク
ス
バ
ー
グ
著

店
村
新
次
・
楠
木
美
和
子
訳

『
^
^
紀
^
^
悲
劇
的
世
界
像
』
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