
 
 

                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

世
の
中
に
は
い
ろ
ん
な
思
想
の
持
ち
主
が
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
特
定
の

思
想
を
持
つ
こ
と
自
体
は
悪
く
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
、
そ
の
思
想
を
持
つ

に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
で
す
。
自
分
の
身
の
回
り
の
事
象
に
対
し
て
、
問

題
意
識
を
持
ち
、
そ
れ
に
関
す
る
本
を
読
み
、
他
人
の
話
を
聞
き
、
さ
ら
に

は
自
分
で
考
え
抜
い
た
結
果
、
そ
の
思
想
、
考
え
に
至
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
大
変
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。 

 

し
か
し
、
「○
○
さ
ん
が
言
っ
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
」
「み
ん
な
が
や

っ
て

い
る
こ
と
だ
か
ら
」
と
い
っ
た
理
由
で
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
自
分
自
身
の
思
考
を
伴
わ
な
い
た
だ
の
洗
脳
で
す
。 

 

「こ
れ
は
社
会
の
常
識
だ
！
」
「絶
対
に
○
○
し
た
ほ
う
が
い
い
よ
！
」

こ
の
よ
う
な
言
葉
を
よ
く
耳
に
す
る
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、
こ
れ
ら

の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
、
ど
の
よ
う
に
し
て
い
ま
す
か
？
有
無
を
言
わ
さ
ず

に
指
示
さ
れ
た
通
り
に
動
い
て
い
ま
せ
ん
か
？ 

 

大
事
な
の
は
、
こ
う
い
っ
た
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る

の
か
？
素
直
に
受
け
入
れ
る
べ
き
な
の
か
？
自
分
自
身
で
、
疑
問
を
持
っ
て

考
え
る
こ
と
で
す
。 

 

も
し
、
言
わ
れ
た
通
り
に
行
動
し
て
、
つ
ら
い
思
い
を
し
て
し
ま
っ
た
場

合
、
責
任
は
誰
が
取
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

い
ろ
ん
な
場
面
で
使
わ
れ
る

「常
識
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
、
違
和
感
を

覚
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
社
会
で
は
、
多
く
の
人
々
が
様
々
な
価
値
観

を
抱
え
て
共
存
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「常
識
」
と
い
う
も
の
は
、

時
代
や
地
域
、
所
属
す
る
集
団
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、
決
し
て

一
つ
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

「常
識
」
に
は
、
社
会
通
念
上
、
妥
当
な
も
の

も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
自
分
の
考
え
や
価
値
観
の
違
う

人
間
を
非
難
す
る
と
い
う
目
的
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。 

 

「こ
れ
は
社
会
の
常
識
だ
！
」
と
言
わ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
自
分
に
と
っ
て

本
当
に
正
し
い
の
か
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

私
た
ち
は
自
分
の
た
め
に
生
き
て
い
ま
す
。
他
人
の
人
生
を
生
き
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。 

長時間労働を余儀なく

された結果、「過労死」

することが「社会の常

識」ですか？ 
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何かがおかしいと

感じたら、立ち止

まって考えよう！ 
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