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『
l
y

勇

役
に
立
つ
こ
と
を
拒
否
す
る
「
高
貴
な
人
間
」

|
|
シ
ユ

ア
ィ
フ
タ

l

『
晩
夏
』

を
受
け
た
ド
レ

l
ン
ド
ル
フ
家
の
息
子
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、

自
分
の
将
来
を
決
定
す
る
に
あ
た

し
た
身
分
の
一
員
」
と
な
る
べ
く
教
育

っ
て
、

「専
門
の
な
い
学
者
」
に
な
り
た

シ
ユ
テ
イ
フ
タ

1
の
『
晩
夏
』
(
一
八
五
七
)
に
お
い
て
、
「
教
養
あ
る
身
分
な
い
し
卓
越

ぃ
、
と
父
に
告
げ
る
。

「
専
門
の
な
い
学
者
」
(
巾

E
g
a
g
g
n
y
m
E
0
1
5〉
国
m円

O
E
O
-
5ロ
)
と
は
、

い
か
に
も
奇
妙
に
響
く
言
葉
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん

そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
領
域
を
走
破
す
る
万
能
の
天
才
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
こ
と
き
大

学
者
に
な
り
た
い
な
ど
と
い
う
野
心
を
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
裕
福
な
商
人
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
た
彼
は
、

岳
宵
宮
田
E
ロロ
m)
を
学
び
、
そ
の
後

幼
少
期
よ
り
家
庭
教
師
に
つ
い
て

「
人
間
形
成
の
た
め
の
普
遍
教
養
」

(
白
口
哲

g
gロ
冊
目
∞
ロ
回

(
凹

o
m
g
g
E巾】凶円。門出向
8
5
E宮市
)
を
身
に
つ
け
も
し
た
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
自
分
が
あ
る
特

「
い
わ
ゆ
る
パ
ン
の
た
め
の
知
識
」

定
の
職
業
に
む
い
て
い
る
と
い
う
確
信
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
能
力
が
欠
如
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
学
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習
の
過
程
で
特
定
の
教
科
に
熱
中
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
教
科
に
真
剣
に
学
ぶ
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
か

ら
で
あ
り
、
ま
た
、
あ
る
特
定
の
科
目
に
卓
越
し
た
能
力
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ど
の
科
目
で

も
や
っ
て
で
き
な
い
も
の
は
な
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
す
べ
て
の
科
目
に
秀
で
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
万
能
の
天
才

な
ら
ぬ
万
能
の
優
等
生
、
現
代
日
本
で
あ
れ
ば
さ
し
ず
め
「
個
性
の
な
い
」
偏
差
値
秀
才
と
し
て
郷
捻
の
対
象
に
な
り
も
し
よ
う
優

等
生
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
は
し
か
し
、
凡
百
の
優
等
生
に
は
見
ら
れ
な
い
、
あ
る
特
性
が
備
わ

っ
て
い
た
。
学
問
へ

の
衝
動
で
あ
る
。

私
が
そ
の
よ
う
な
人
生
の
選
択
を
し
た
の
は
、
あ
る
心
の
衝
動
(
巴
ロ
哲
吉
田

g
『ロ
E
ロ
m
g伯仲ロ
g
国

2
8ロ
回
)
に
駆
り
た
て
ら

れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
だ
若
か
っ
た
と
は
い
え
、
す
べ
て
の
学
問
を
身
に
つ
け
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
こ
と
は
わ
き
ま
え

て
い
た
。
し
か
し
、
何
を
ど
こ
ま
で
学
べ
ば
い
い
の
か
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
ど
う
し
て
自
分
が
学
問
へ
と
駆
り
た

て
ら
れ
る
の
か
も
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
学
問
に
励
む
こ
と
で
な
に
か
具
体
的
な
利
益
を
手
に
入
れ
よ
う
な
ど
と
思

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
な
に
か
内
的
に
意
味
の
あ
る
重
要
な
こ
と
が
将
来

待
ち
、
つ
け
て
い
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
気
が
し
た
だ
け
だ
っ
た
。

「
具
体
的
な
利
益
」
(
包
ロ
ゲ

2
0ロ乱
2
2
Z
C
N
g
)
と
結
び
つ
く
こ
と
の
な
い
、
こ
の
よ
う
な
「
人
生
の
選
択
」
が
周
囲
の
人
び
と
に

理
解
さ
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。
作
者
が
小
説
の
舞
台
と
し
て
設
定
し
た
一
八
二

0
年
代
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
市
民
階
級
の
人
聞
は
、

青
年
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
正
漠
と
し
た
学
問
へ
の
衝
動
を
理
解
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
現
実
感
覚
を
持
ち
す
ぎ
て
い
た
。
「
専
門
の
な
い



学
者
」
な
ど
と
い
う
や
く
た
い
も
な
い
「
職
業
」
の
選
択
|
|

そ
れ
が
職
業
と
呼
べ
る
と
し
て
ー
ー
を
非
難
し
て
、

か
れ
ら
は
言
う
。

ド
レ

1
ン
ド
ル
フ
家
の
息
子
た
る
者
、
「
市
民
社
会
の
役
に
立
つ
よ
う
な
職
業
」

(
Eロ
∞

Z
ロ
円
ゲ
仏

2
ι
2
V
C門
官
ユ
x
v
o出

。20己
印
岳
民
行
ロ
ロ
N
-
符

V
2骨
)
に
就
き
、
そ
の
職
業
に
自
分
の
人
生
を
捧
げ
る
べ
き
だ
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
世
を
去
る
に
あ
た
っ

て
、
自
分
の
義
務
を
果
た
し
た
と
い
う
思
い
を
い
だ
け
な
い
で
は
な
い
か
、
と
。

「
市
民
社
会
の
役
に
立
つ
」
人
聞
に
な
る
べ
し
と
、
宗
教
倫
理
を
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
主
張
さ
れ
る
こ
の

〈有
用
性
〉
の
論
理
に
、

し
か
し
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
父
は
敢
然
と
し
て
立
ち
む
か
う
。

人
間
は
ま
ず
第

一
に
人
聞
社
会
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
た
め
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
各
人
が
自
分

自
身
の
た
め
に
最
良
の
あ
り
方
で
存
在
す
る
と
き
、
各
人
は
人
聞
社
会
の
た
め
に
も
最
良
の
あ
り
方
で
存
在
す
る
こ
と
に
な
る

の
だ
。

い
っ
け
ん
利
己
的
に
も
き
こ
え
る
主
張
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
時
代
の
支
配
的
価
値
規
範
で
あ
っ
た
有
用
性
を
超
え
る
論
理
が
内
在
し

て
い
る
。
父
ド
レ

l
ン
ド
ル
フ
に
言
わ
せ
れ
ば
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
職
業
選
択
を
非
難
す
る
人
び
と
の
い
う
有
用
性
は
、
低
次
元
の
も
の

に
す
ぎ
な
い
。
か
れ
ら
の
な
か
に
は
、
自
分
は
「
人
類
の
幸
福
」
に
寄
与
す
る
た
め
に
商
人
・
医
者
・
官
僚
等
々
の

(
有
用
な
)
職
業

を
選
ん
だ
と
言
う
人
が
い
る
が
、
そ
う
い
う
の
は
た
い
て
い
嘘

っ
ぱ
ち
で
あ
っ
て
、
本
当
は
そ
の
地
位
を
金
銭
や
財
産
を
得
る
た
め
の

手
段
と
し
て
利
用
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。
仮
に
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
世
界
一
の
画
家
に
な
れ
る
素
質
を
持
っ
た
男
が

「
人
類
の
幸
福
」
の
た
め
に
可
法
官
に
な
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
は
は
た
し
て
正
し
い
選
択
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
人
間
は
画

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

一一一一一一
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家
と
な
り
、
画
家
と
し
て
の
道
を
き
わ
め
て
こ
そ
、
人
類
な
い
し
人
間
社
会
に
最
大
限
の
寄
与
を
な
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

問
機
に
、
将
軍
に
な
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
男
は
軍
人
に
、
ま
た
裁
判
官
に
な
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
男
は
司
法
官
に
な
る
の
が

そ
れ
ぞ
れ
一
番
い
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
選
ば
れ
た
人
間
の
場
合
、
職
業
選
択
の
基
準
と
な
る
の
は
、
「
市
民
社
会
の
役
に
立

つ
」
と
い
う
有
用
性
の
有
無
で
は
な
く
、
「
内
的
な
衝
動
」
(
巾
5
5ロ
2
2
U
Eロ
m)
に
駆
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
精
神
性
の
有

無
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
偉
大
な
芸
術
家
や
法
学
者
、
政
治
家
の
才
能
に
は
、
内
的
な
精
神
性
だ
け
で
は
な
く
社
会
的
な
有
用
性

も
関
与
し
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
う
人
び
と
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
危
機
の
時
代
に
祖
国
の
救
済
者
と
し
て
立
ち
あ
が
っ

ほ
ほ
例
外
な
く
「
自
分
の
内
的
な
欲
求
を
最
大
限
に
伸
ば
し
た
男
た
ち
」
(
富
良
臣
2
・
ヨ
巴

n
z
p
gロ
E
ロ
2
ロ
N
C
m阿
倍

5

4
司

g
g
a
g
白

g
m
S
H
E
a
}だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
「
人
類
の
幸
福
」
の
た
め
に
「
市
民
社
会
の
役
に
立
つ
」
職
業
を
選
ん
だ
人
間
で
は

た
の
は
、

な
か
っ
た
。
「
人
類
の
幸
福
」
だ
の
「
公
共
の
福
祉
」
だ
の
を
声
高
に
唱
え
て
い
る
連
中
は
、
状
況
が
変
わ
れ
ば
す
ぐ
さ
ま
も
っ
と
も

利
己
的
な
人
間
、
さ
ら
に
は
も
っ
と
も
残
酷
な
人
間
に
変
貌
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
役
に
立
つ
」
か
ど
う
か
が
唯

一
の
価
値
判
断
の
基

準
と
な
る
人
間
は
、
罪
を
犯
す
こ
と
が
人
類
あ
る
い
は
自
分
に
と
っ
て
「
役
に
立
つ
こ
と
」

(
Z
Z
N
巾
ロ
)
と
わ
か
れ
ば
、
た
め
ら
わ
ず

に
罪
を
犯
す
か
ら
で
あ
り
、
じ
じ
っ
、
か
れ
ら
は
こ
れ
ま
で
、
祖
国
の
た
め
に
、
家
族
の
た
め
に
、
そ
し
て
ま
た
自
分
自
身
の
た
め
に
、

手
段
を
選
ば
ず
悪
事
を
は
た
ら
い
て
き
た
。
た
と
え
そ
れ
が
「
っ
か
の
ま
の
利
益
」
広
角
川

E
m
S
E
R
E片
Z
Z
C
N
g
)、
歴
史
の
審
判

に
た
え
え
ぬ
「
偽
り
の
利
益
」

(2
ロ
〉
HWRロ
c
gロ
)
を
も
た
ら
す
だ
け
だ
っ
た
と
し
て
も
:
:
:
。

父
ド
レ

1
ン
ド
ル
フ
は
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
、
有
用
性
を
基
準
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
選
択
を
非
難
す
る
人
び
と
を
逆
に
批
判
す
る
。

こ
の
反
対
弁
論
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
の
は
、
「
市
民
社
会
の
役
に
立
つ
」
職
業
に
就
こ
う
と
し
な
い
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
利
己
的
な
の
で
は

な
い
、
有
用
性
を
基
準
に
、
そ
れ
の
み
を
基
準
に
行
動
す
る
人
間
の
ほ
う
が
は
る
か
に
利
己
的
な
存
在
で
あ
り
、
倫
理
的
に
も
劣
つ



た
存
在
な
の
だ
、
と
い
う
反
転
の
論
理
で
あ
る
。

有
用
性
の
論
理
を
反
転
さ
せ
た
こ
の
論
理
が
ど
れ
ほ
ど
の
効
果
を
も
ち
え
た
か
、
定
か
で
は
な
い
。
小
説
中
、
再
反
論
の
記
述
が

な
く
、
以
後
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
予
定
ど
お
り
「
専
門
の
な
い
学
者
」

へ
の
道
を
歩
み
は
じ
め
る
こ
と
か
ら
、

お
そ
ら
く
相
当
の
力
を
相

手
側
に
及
ぼ
し
た
も
の
と
推
測
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
父
ド
レ

l
ン
ド
ル
フ
の
展
開
す
る
反
・
有
用
性

の
論
理
は
、
あ
る
強
力
な
二
項
対
立
の
図
式
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
職
業
選
択
を
越
え

た
射
程
を
獲
得
す
る
に
い
た
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
二
項
対
立
と
は
、
ま
ず
第
一
に
〈
「
内
的
な
衝
動
」
と
有
用
性
〉

で
あ
り
、
さ
ら

に
は
そ
の
延
長
線
上
に
提
出
さ
れ
る
〈
「
高
貴
な
人
間
」
と
高
貴
な
ら
ざ
る
人
間
〉

で
あ
る
。

職
業
選
択
の
基
準
と
し
て
、
父
ド
レ

1
ン
ド
ル
フ
は
「
市
民
社
会
の
役
に
立
つ
」
と
い
う
有
用
性
に
代
え
て
、
「
内
的
な
衝
動
」
に

駆
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と

い
う
精
神
性
を
呈
示
し
た
。
そ
し
て
そ
の
際
、
「
内
的
な
衝
動
」
に
駆
ら
れ
て
自
分
の
職
業
を
選
ぶ
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
神
に
選
ば
れ
た
者
の
証
し
だ
と
も
言
一
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
び
と
は
、
そ
れ
が
社
会
に
役
立
つ
仕
事
だ
か

ら
と
い
う
理
由
で
、
た
と
え
ば
法
学
者
や
政
治
家
に
な
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
市
民
と
し
て
の
義
務
感
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
、

ま
ず
は
じ
め
に
、
人
間
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
と
り
く
み
た
い
と
い
う
「
内
的
な
衝
動
」
が
あ
り
、

い
っ
た
ん
そ
の
職
業
に
就

い
た
あ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
犠
牲
を
い
と
わ
ず
に
自
分
の
人
生
を
仕
事
に
捧
げ
、
そ
の
こ
と
に
「
喜
び
」
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
、
と
。

自
己
犠
牲
と
困
難
な
状
況
の
た
だ
中
で
見
い
だ
さ
れ
る
|
|
有
用
性
の
論
理
し
か
知
ら
ぬ
者
に
は
不
可
解
で
あ
ろ
う
ー
ー
そ
の
「
喜

び
」
は
、

し
か
し
父
ド
レ

l
ン
ド
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
人
聞
が
「
内
的
な
衝
動
」
に
身
を
委
ね
て
行
動
す
る
よ
う
に
導
く
た
め
の
、
神

の
は
か
ら
い
な
の
で
あ
る
。

7
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

五
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ノ、

神
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
行
動
す
る
に
際
し
て
、
役
に
立
つ
こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
と
予
め
お
定
め
に
な
っ
た
り
は
し
な

か
っ
た
。
自
分
の
役
に
立
つ
こ
と
で
あ
れ
、
人
の
役
に
立
つ
こ
と
で
あ
れ
、
そ
の
よ
う
に
お
定
め
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う

で
は
な
く
、
徳
を
お
こ
な
う
こ
と
に
そ
れ
自
身
の
魅
力
と
そ
れ
自
身
の
美
を
お
与
え
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
高
貴
な
人
聞
は
そ

の
よ
う
な
魅
力
と
美
を
も
と
め
て
努
力
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
被
造
物
と
し
て
の
人
間
は
ほ
ん
ら
い
「
役
に
立
つ
」
か
ど
う
か
を
基
準
に
行
動
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

ぃ
、
神
は
も
と
も
と
人
間
が
有
徳
の
行
為
を
す
る
た
め
に
「
内
的
な
衝
動
」
に
従
え
ば
い
い
よ
う
に
行
為
そ
れ
自
身
の
「
魅
力
と
美
」

を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
定
め
ど
お
り
に
行
動
し
て
い
る
の
は
今
で
は
少
数
の
「
高
貴
な
人
間
」
だ
け
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
、
圧
倒
的
多
数
の
高
貴
な
ら
ざ
る
人
聞
は
ほ
ん
ら
い
の
姿
を
忘
れ
、
社
会
に
「
役
に
立
つ
」
こ
と
を
せ
よ
な
ど
と
し
か
つ
め
ら

し
い
こ
と
を
言
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
:
:
:
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
人
聞
は
、
「
内
的
な
衝
動
」
を
行
動
原
理
と
す
る
「
高
貴
な
人
間
」
(
仏

5a-s
。。B
E
Z吋
)
と
、
「
役
に
立
つ
こ
と
」

を
行
動
原
理
と
す
る
利
己
的
な
人
間
と
い
う
こ
つ
の
類
型
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
二
項
対
立
は
『
大
衆
の
反
逆
』
(
一
九
二
一

O
)
に
お

け
る
オ
ル
テ
ガ
の
「
高
貴
な
人
」
と
「
大
衆
」
の
対
比
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
が
、
オ
ル
テ
ガ
の
「
高
貴
な
人
」
が
知
的
・
倫
理
的
に

卓
越
し
た
「
選
ば
れ
た
少
数
者
」
で
あ
っ
た
点
で
は
シ
ユ
テ
ィ
フ
タ
l
の
「
高
貴
な
人
間
」
と
通
じ
る
も
の
を
持
つ
も
の
の
、
『
晩
夏
』

に
お
け
る
「
高
貴
な
人
間
」
は
、
オ
ル
テ
ガ
の
「
高
貴
な
人
」
ほ
ど
禁
欲
的
リ
ゴ
リ
ズ
ム
を
感
じ
さ
せ
ず
、
よ
り
自
由
か
つ
の
び
や

か
に
「
自
分
自
身
の
た
め
に
」
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
対
極
に
お
か
れ
た
人
間
類
型
に
し
て
も
、

『晩
夏
』
に
お
い
て

オ
ル
テ
ガ
の
「
大
衆
」
と
同
様
「
自
分
が
き
わ
め
て
分
別
に
富
む
人
間
だ
と
考
え
て
い
る
」
も
の

有
用
性
を
主
張
す
る
人
び
と
は
、



の
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
あ
ら
ゆ
る
非
凡
な
も
の
、
卓
越
し
た
も
の
、
個
性
的
な
も
の
、
特
別
な
才
能
を
持
っ
た
も
の
、
選
ば
れ
た

も
の
」
を
探
摘
し
、
そ
の
価
値
を
引
き
ず
り
お
ろ
そ
う
と
す
る
ほ
ど
野
蛮
で
は
な
い
。
そ
の
証
拠
に
と
言
っ
て
い
い
か
ど
う
か
、
小

説
中
ド
レ

1
ン
ド
ル
フ
家
の
主
張
に
た
い
す
る
再
反
論
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、
そ
の
結
果

『晩
夏
』
は
、
以
後
「
高
貴
な
人
間
」
た
ち

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
清
澄
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
世
界
を
紡
い
で
い
く
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
こ
で
は
、
オ
ル
テ
ガ
と
の
対
比
を
持
ち
だ
す
の
で
は
な
く
、

シ
ユ
テ
ィ
フ
タ

l
以
前
に
「
内
的
な
衝
動
」
を
行
動
原
理

と
す
る
「
高
貴
な
人
間
」
の
側
に
立
ち
、
有
用
性
を
主
張
す
る
社
会
と
闘
っ
た
あ
る
別
の
思
想
家
に
日
を
む
け
て
み
よ
う
。
そ
の
思

想
家
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
(
一
七
六
七
l
一
八
三
五
)
は、

『晩
夏
」
に
先
立
つ
こ
と
約
半
世
紀
前
、
十
九
世
紀

初
頭
の
プ
ロ
イ
セ
ン
で
大
学
と
学
問
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
レ
た
。

「
札
っ
き
の
自
由
主
義
者
」

の
大
学
理
念

|
|
フ
ン
ボ
ル
ト

「ベ
ル
リ
ン
高
等
学
術
機
関
の
内
外
の
組
織
に
つ
い
て
』

「
リ
ト
ア
ニ
ア
学
校
計
画
」

フ
ン
ボ
ル
ト
と
い
え
ば
、
文
人
と
し
て
、

一言
語
学
者
と
し
て
、
政
治
家
と
し
て
、
あ
る
い
は
外
交
官
と
し
て
多
面
的
な
活
動
を
し

た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
の
名
が
も
っ
と
も
鮮
明
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
十
九
世
紀
初
頭
、
近
代
的
大
学

の
幡
矢
と
な
る
ベ
ル
リ
ン
大
学
創
設
に
む
け
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
人
物
と
し
て
で
あ
ろ
う
。

一
八

O
九
年
二
月
、
内
務
省
に

新
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
公
教
育
局
の
長
官
に
就
任
し
た
フ
ン
ボ
ル
ト
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
ま
だ
文
部
省
が
な
か
っ
た
時
代
に
お
け
る

教
育
行
政
の
最
高
責
任
者
と
し
て
初
等
教
育
か
ら
大
学
教
育
に
い
た
る
ま
で
の
教
育
改
革
を
リ
ー
ド
し
、
と
り
わ
け
一
九

一
O
年
の

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

七



フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

A 

ベ
ル
リ
ン
大
学
関
学
に
際
し
て
は
、

の
ち
に
〈
フ
ン
ボ
ル
ト
の
理
念
〉
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
理
念
を
付
与
し
て
、

十
九
世
紀
以
降
の
ド
イ
ツ
の
大
学
が
興
隆
す
る
礎
を
き
ず
い
た
。
そ
の
理
念
と
は
、

〈研
究
と
教
育
の
統
一
〉

〈学
問
に
よ
る
人
間
形

成
〉
〈
孤
独
と
自
由
〉
等
々
の
い
か
に
も
高
踏
的
な
も
の
で
あ
る
が
、

い
っ
け
ん
抽
象
的
か
つ
理
想
主
義
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
よ
う
に

見
え
る
こ
う
し
た
理
念
の
背
後
に
は
、
当
時
の
具
体
的
状
況
の
な
か
に
お
け
る
尖
鋭
な
危
機
意
識
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
二
百
年
前

の
世
紀
転
換
期
ド
イ
ツ
で
大
き
な
影
響
力
を
ふ
る
っ
て
い
た
、

H
-
シ
ェ
ル
ス
キ
1
言
う
と
こ
ろ
の
「
啓
蒙
の
浅
薄
な
精
神
か
ら
生

み
だ
さ
れ
る
功
利
主
義
的
な
大
学
改
革
・
教
育
改
革
の
試
み
」
に
た
い
す
る
危
機
意
識
で
あ
る
。

話
は
若
干
こ
み
い
っ
て
い
る
が
、

一
八

O
O年
頃
の
ド
イ
ツ
に
は
、
二
つ
の
教
育
改
革
が
す
る
ど
い
対
立
軸
を
形
成
し
つ
つ
併
存

し
て
い
た
。
ひ
と
つ
は
、
旧
来
の
「
ツ
ン
フ
ト
制
度
の
な
か
で
硬
直
し
た
大
学
」
が
依
然
と
し
て
営
ん
で
い
た
些
末
で
独
断
的
な
学

聞
を
拒
否
し
、
市
民
社
会
の

「役
に
立
つ
知
識
」

(
V
5
5
5向
。
関

g
E呂田回申
)
を
教
え
よ
う
と
す
る
啓
蒙
派
の
教
育
改
革
で
あ
り
、

か
れ
ら
啓
蒙
派
は
「
社
会
お
よ
び
産
業
に
役
立
つ
よ
う
な
人
間
の
育
成
」
を
、
と
は
つ
ま
り
端
的
に
い
っ
て
「
職
業
教
育
」
を
大
学

に
も
と
め
て
い
た
c

も
う
ひ
と
つ
は
、

フ
ン
ボ
ル
ト
ら
新
人
文
主
義
者
た
ち
の
教
育
改
革
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
「
そ
う
し
た
功
利
主

義
的
で
実
用
主
義
的
な
(
:
:
:
)
啓
蒙
の
根
本
傾
向
」
を
断
固
と
し
て
斥
け
、
実
学
と
は
無
縁
の
「
純
粋
な
学
問
」
を
大
学
に
も
と

め
た
。
哲
学
的
思
惟
と
結
び
つ
い
た
純
粋
な
学
問
に
専
念
し
、
「
人
間
で
あ
る
こ
と
、
教
養
あ
る
人
間
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
知
的
・

倫
理
的
高
み
に
む
け
て
自
己
形
成
す
る
こ
と
が
大
学
に
お
け
る
教
育
目
的
だ
と
考
え
て
い
た
か
れ
ら
に
と
っ
て
、
旧
態
依
然
と
し
た

「
ツ
ン
フ
ト
制
度
の
な
か
で
硬
直
し
た
大
学
」
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
を
批
判
し
て
実
用
主
義
に
走
る
啓
蒙
派
の
改
革
運
動
の
ほ

、つが、

は
る
か
に
危
険
な
も
の
と
思
わ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
市
民
生
活
に
直
結
し
た
知
識
を
も
と
め
て
大
学
に
職
業
教
育
を
持
ち
こ

む
こ
と
は
、
学
問
に
よ
る
人
間
形
成
と
い
う
新
人
文
主
義
の
教
養
理
想
を
掘
り
く
ず
し
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
「
人
間
の
偏
狭
化
」
を



ま
ね
く
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
当
時
、
そ
の
啓
蒙
派
の
教
育
改
革
が
い
ま
に
も
実
現
し
そ
う
な
状
況
が
さ
し
迫
っ
て

、‘・
-o

b
千
人十

八
世
紀
後
半
に
お
け
る
啓
蒙
ド
イ
ツ
の
教
育
改
革
を
主
導
し
た
の
は
、

J
-
B
・
パ

1
ゼ
ド

(
一
七
二
四
一
七
九

O
)
を
中

心
と
す
る
汎
愛
派
(
島

5
E
E
S
F
H
O喝
の
回
)

の
教
育
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
ル
ソ
1

(
一
七
二

一|

一
七
七
八
)
か
ら
社
会
批
判
と
博

愛
平
等
の
精
神
を
う
け
つ
い
だ
パ
l
ゼ
ド
は
、
「
す
べ
て
の
こ
と
は
今
ま
で
と
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
ス
ロ

1
カ
ン
に、

「
教
育
も
も
は
や
今
ま
で
の
よ
う
に
真
理
の
認
識
の
み
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
有
用
な
能
力
の
開
発
を
指
向
す
べ
き
で、

技
能
の
開
発
は
た
ん
に
同
胞
の
た
め
に
自
分
を
で
き
る
だ
け
役
立
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
自

身
を
も
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
も
っ
と
も
幸
福
に
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
」
と
説
い
た
。
こ
の
信
念
に

基
づ
い
て
一
七
六
六
年
以
降
活
動
を
開
始
し
た
バ

l
ゼ
ド
の
も
と
に
は
多
く
の
賛
同
者
が
集
ま
り
、
七
四
年
に
は
教
師
の
養
成
を
主

眼
と
す
る
「
汎
愛
学
舎
」
を
ベ
ル
リ
ン
南
方
の
デ

ツ
サ
ウ
に
設
立
す
る
に
い
た
っ
た
が
、
そ
こ
で
の
授
業
は
大
半
の
時
間
を
手
工
芸

-叩
v

の
訓
練
に
あ
て
る
な
ど
、
か
な
り
奇
矯
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
い
や
、
そ
う
し
た
技
能
重
視
の
教
育
こ
そ
が
、
旧
来
の
「
真
理

の
認
識
」
に
代
わ
っ
て
「
有
用
な
能
力
」
を
泊
養
す
る
と
い
う
啓
蒙
の
理
念
を
き
わ
め
て
純
粋
に
反
映
す
る
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
れ
は
結
局
、
理
念
に
賛
同
し
た
人
び
と
か
ら
の
支
持
を
得
ら
れ
ず
、
生
徒
数
の
増
加
を
見
な
い
ま
ま
、
わ
ず
か
二
年

後
の
一
七
七
六
年
、
汎
愛
学
舎
は
そ
の
短
い
歴
史
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
ハ

l
ゼ
ド
の
実
践
的
試
み
は
破
綻
し
た
も
の
の
、
そ
の
理
念
は
以
後
も
汎
愛
派
の
人
び
と
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
と

り
わ
け
大
学
に
お
け
る
実
用
主
義
教
育
の
主
張
と
し
て
つ
よ
い
影
響
力
を
持
ち
つ
ごつ
け
た
。
た
と
え
ば
、
デ
ツ
サ
ウ
の
汎
愛
学
舎
に

招
か
れ
た
教
師
の
ひ
と
り
で
あ
る
伽
・

G
-
ザ
ル
ツ
マ
ン

(
一
七
四
四
!
一

八
一
一
)

は
、
全
六
巻
か
ら
な
る
長
大
な
教
育
小
説

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

九



フ
、/
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

四
0 

『ヵ

l
ル
・
フ
ォ
ン
・
カ

1
ル
ス
ペ
ル
ク
、
あ
る
い
は
人
間
の
悲
惨
』
(
一
七
七
三
|
八
人
)

の
な
か
で
、
旧
態
依
然
た
る
大
学
を

「
十
字
箪
の
時
代
に
築
か
れ
た
要
塞
」
に
な
ぞ
ら
え
た
。

い
ま
だ
に
非
実
際
的
な
ス
コ
ラ
的
学
問
を
伝
授
し
て
い
る
大
学
が
、
「
爆
弾

と
大
砲
」
を
使
用
す
る
近
代
戦
の
時
代
に
は
、
「
啓
蒙
の
足
を
引
っ
ぱ
る
」
だ
け
の
無
用
の
長
物
で
し
か
な
い
こ
と
を
部
捻
し
て
の
こ

と
で
あ
る
。

一
七
七
六
年
に
学
校
経
営
権
を
パ

l
ゼ
ド
か
ら
譲
ら
れ
、
汎
愛
学
校
を
大
学
進
学
の
た
め
の
予
備
教
育
学
校
に
衣
替
え

し
て
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た

J
-
H
-
カ
ン
ペ

(
一
七
四
六
|

一
八
一
八
)
も
ま
た
、
学
生
に
は
「
将
来
の
職
業
の
た
め
の

準
備
に
必
要
な
知
識
と
技
能
」
を
教
え
る
よ
う
主
張
し
た
が
、

カ
ン
ペ
の
場
合
、
大
学
へ
の
弾
劾
は
い
っ
そ
う
激
烈
で
、
非
実
用
的

な
学
識
を
伝
授
す
る
し
か
能
の
な
い
大
学
の
即
時
廃
止
を
訴
え
た
。
「従
来
の
大
学
は
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
廃
止
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
思
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
早
け
れ
ば
早
い
ほ
ど
い
い
」
、
と
。

ち
な
み
に
、
こ
の
カ
ン
ペ
は
、

か
つ
て
幼
い
フ
ン
ボ
ル
ト
兄
弟
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
最
初
の
家
庭
教
師
で
あ
っ
た
。
貴
族
の
息
子

で
あ
っ
た
フ
ン
ボ
ル
ト
は
|
|
『晩
夏
』
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
同
様
|
|
当
然
の
こ
と
な
が
ら
家
庭
教
師
に
よ
る
教
育
を
受
け
、

tJ 
:/ 

べ
か
ら
は
八
才
に
な
る
ま
で
読
み
書
き
と
地
理
・
歴
史
の
初
歩
を
習
っ
た
。
(
パ

l
ゼ
ド
の
汎
愛
学
校
に
招
か
れ
た
一
七
七
六
年
に
、

カ
ン
ペ
は
フ
ン
ボ
ル
ト
家
の
家
庭
教
師
の
職
を
辞
し
て
い
る
。
)
ま
た
後
年
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
直
後
の
パ
リ
を
訪
れ
た
二
十
二
才
の
フ

ン
ボ
ル
ト
に
同
行
し
た
の
も
カ
ン
ペ
だ
っ
た
。
そ
の
カ
ン
ペ
が
、
さ
ら
に
後
年
、
政
府
の
高
官
と
し
て
教
育
改
革
に
立
ち
む
か
う
フ

ン
ボ
ル
ト
の
前
に
、
啓
蒙
派
の
教
育
改
革
を
代
表
す
る
論
客
と
し
て
姿
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。

大
学
廃
止
論
を
唱
え
た
カ
ン
ペ
は
、
大
学

(C
E
2
2広
mw
許)
に
代
わ
る
教
育
機
関
と
し
て
、
職
業
教
育
と
直
結
し
た
高
等
専
門
学

校
(
印
刷
】

O
N
E
-
p
n
z
n
y己申
)

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
制
度
化
す
れ
ば
、

講
義
に
出
る
も
出
な
い
も
学
生
の
ま
っ
た
き
自
由
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
大
学
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
成
果
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ

の
設
立
を
提
案
し
た
。
そ
こ
に
お
い
て
学
習
の
自
由
を
廃
止
し
、



う
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
考
え
は
、
国
家
に
有
用
な
人
材
の
供
給
を
も
と
め
る
だ
け
で
、
学
問
を
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
か

見
な
し
て
い
な
い
政
府
の
広
く
受
け
い
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
の
結
果
、

一
七
七

O
年
設
立
の
ベ
ル
リ
ン
鉱
山
ア
カ
デ
ミ
ー
を
皮

切
り
に
、

デ
ミ

l

ク
ラ
ウ
ス
タ
ー
ル
H

ツ
エ
ラ
l
フ
ェ
ル
ト
の
鉱
山
ア
カ
デ
ミ
ー
(
一
七
七
五
)、
ザ
ク
セ
ン
は
フ
ラ
イ
ベ
ル
ク
の
鉱
山
ア
カ

J

ュ
l
レ

ベ

ピ

ニ

エ

ー

ル

(
一
七
七
六
て
さ
ら
に
は
獣
医
学
校
(
一
七
九

O
)
、
軍
医
養
成
所
(
一
七
九
五
)
、
工
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
(
一
七
九
六
)
、
建

イ
ン
ス
チ
ィ
ト
の

1
ト

(
一
七
九
九
)
、
農
業
研
究
所
(
一
八

O
六
)
な
ど
、
各
種
の
専
門
単
科
大
学
富
岡
}ONE-znvRV巳
叩
)
の
設
立

築
ア
カ
デ
ミ
ー

ラ
ッ
シ
ュ
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
み
な
ら
ず
ド
イ
ツ
全
土
に
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
と
連
動
す
る
よ
う
に
、

七
九
四
年
以
降
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
、
ト
ゥ
リ

1
ア、

ウ
ニ
ヴ
三
ル

=-T卜

フ
ル
ダ
等
々
の
総
合
大
学
が
次
々
と
廃
校
に
な
り
、
さ
ら
に
は
一
八

O
二
年
か
ら

一
八

O
四
年
に
か
け
て
、

マ
イ
ン
ツ
、
ボ
ン
、

ケ
ル
ン
、
イ
ン
ゴ
ル
シ
ユ
タ
ッ
ト
、

パ
ン
ベ
ル
ク
、

デ
ィ
リ
ン
ゲ
ン
、

ノ、

イ

デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
、
ヴ
ユ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
学
、
ラ
ン
ツ
フ

l
ト
大
学
ま
で
が
啓
蒙
的
大
学
(
〉
ロ

P
E
Eロ
m
m
g
E〈
冊
目
詐
釦
什
)
に
再
編

-n
-

成
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
立
ち
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

啓
蒙
の
こ
う
し
た
実
用
主
義
的
大
学
改
革
の
大
き
な
流
れ
に
棒
さ
す
よ
う
に
、

さ
ら
に
も
う
ひ
と
り
、
「
有
用
性
の
在
信
者
」

(
同

4mgE停
申

吋

仏

2
Z
E
N
E
n
y
w
gけ
)
と
呼
ば
れ
た
男
が
登
場
し
て
く
る
。

一
七
九
七
年
に
即
位
し
た
フ
リ

i
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
三
世
(
一
七
七

O
!
一
人
四

O
)
に
よ
っ
て
司
法
大
臣
兼
宗
務
担
当
大
臣
に
任
命
さ
れ
た

J
-
V
-
マ
ッ
ソ

(
一
七
五

O
l
一
八

一
ム
ハ
)

で
あ
る
。
当
時
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
教
育
行
政
は
宗
務
担
当
大
臣
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
た
め
、

マ
ッ
ソ
は
そ
の
全
権
を
委
任
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
と
き
マ
ツ
ソ
は
、
信
奉
し
て
い
た
H
・
シ
ユ
テ
フ
ァ
ニ

(
一
七
六
一
|
一
八
五

O
)
の

『
国
家
教
育
学

綱
要
」
(
一
七
九
七
)
に
基
づ
く
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
起
草
し
た
。
啓
蒙
主
義
的
「
国
民
教
育
」
の
論
客
で
あ
っ
た
シ
ユ
テ
フ
ァ
ニ
の

著
書
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
国
家
目
的
に
た
い
す
る
有
用
性
」
の
視
点
か
ら
市
民
の
形
成
を
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
「
産
業
お
よ

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

四



フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

四

び
そ
の
他
の
国
家
目
的
の
分
業
体
制
の
な
か
に
有
用
か
つ
生
産
的
に
市
民
を
組
み
こ
む
こ
と
」
を
第
一
の
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
大
学
を
こ
の
目
的
に
あ
わ
せ
て
改
変
す
る
た
め
に
、
具
体
的
に
は
「
専
門
単
科
大
学
の
創
設
」
「
確
固
と
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の

導
入
」
「
〈
死
語
〉

の
廃
止
」
等
々
が
主
張
さ
れ
た
が
、
こ
の
シ
ユ
テ
フ
ア
ニ
の
考
え
に
賛
同
し
た
マ
ツ
ソ
は
、
総
合
大
学
の
全
面
的

廃
止
に
こ
そ
政
治
的
配
慮
か
ら
踏
み
こ
ま
な
か
っ
た
も
の
の
、
医
師
・
法
律
家
・
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
実
際
的
養
成
を
積
極
的
に
推
進

A

白】

す
る
諸
改
革
に
乗
り
だ
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
、

フ
ン
ボ
ル
ト
が
プ
ロ
イ
セ
ン
公
教
育
局
長
官
に
就
任
す
る
、
わ
ず
か
数
年
前
ま
で
の
状
況
で
あ
っ
た
。
啓
蒙
派
の
主
張

す
る
実
用
主
義
的
教
育
改
革
が
大
き
な
潮
流
と
な
り
、
そ
の
流
れ
を
つ
よ
く
支
持
す
る
「
有
用
性
の
在
信
者
」
が
教
育
行
政
の
ト
ツ

プ
に
立
っ
た
段
階
で
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
公
的
な
大
学
政
策
の
方
針
は
ほ
ぼ
確
定
し
た
か
に
思
わ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、

一
八

O
六
年
、
確
定
し
た
か
に
見
え
た
そ
の
方
針
を
い
っ
た
ん
白
紙
に
も
ど
す
、
衝
撃
的
な
事
件
が
起
こ
る
ご

ぃ、つ

ま
で
も
な
く
、
イ
ェ

l
ナ
H

ア
ウ
ア
!
シ
ユ
テ
ッ
ト
の
戦
い
に
お
け
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
敗
北
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
に

敗
北
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
翌
年
の
テ
イ
ル
ジ
ッ
ト
の
和
約
に
よ
っ
て
国
土
も
人
口
も
半
減
す
る
と
い
う
国
家
存
亡
の
危
機
に
直
面

し
、
そ
の
屈
辱
と
危
機
感
を
ば
ね
に
、

一
八

O
七
年
以
降
、
税
制
・
農
制
・
軍
制
等
、
内
政
全
般
に
わ
た
っ
て
徹
底
し
た
近
代
化
政

策
を
断
行
し
た
。
の
ち
に
〈
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
て

あ
る
い
は
そ
れ
を
推
進
し
た
リ
ベ
ラ
ル
派
の
宰
相
ふ
た
り
の
名
を
と
っ
て

〈シ
ユ

タ
イ
ン
H

ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
改
革
〉
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
の
改
革
の
教
育
制
度
部
門
を
担
当
し
た
の
が
、
「
札
つ
き
の
自
由

主
義
者
」
フ
ン
ボ
ル
ト
で
あ
っ
た
c

ゴ
l
ロ
・
マ
ン
が
い
み
じ
く
も
「
時
代
は
異
常
で
、
異
常
な
人
物
に
機
会
を
与
え
た
」
と
言
つ

た
よ
う
に
、
こ
の
と
き
公
教
育
局
長
官
に
起
用
さ
れ
た
文
人
政
治
家
フ
ン
ボ
ル
ト
は
、
危
機
の
時
代
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
教
育
改
革
を

A

田守

任
せ
る
に
は
「
ほ
と
ん
ど
信
じ
が
た
い
ほ
ど
の
最
適
任
者
」
だ
っ
た
。
ゲ
ー
テ
と
シ
ラ
l
の
友
人
に
し
て
徹
底
し
た
個
人
主
義
者
で



あ
っ
た
こ
の
男
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
エ
ピ
ク
ロ
ス
流
の
貴
族
的
教
養
主
義
者
か
ら
、
強
烈
な
愛
国
者
へ
の
変
身
」
♂
遂
げ
、

マ
ッ
ソ

の
準
備
し
た
実
用
主
義
的
教
育
改
革
案
と
は
正
反
対
の
、
理
想
主
義
的
教
養
理
念
に
基
づ
く
ま
っ
た
く
新
た
な
タ
イ
プ
の
大
学
を
つ

く
る
こ
と
に
全
力
を
傾
け
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、

フ
ン
ボ
ル
ト
ひ
と
り
の
力
で
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。

ベ
ル
リ
ン
に
「
普
遍
教
育
」
の
た
め
の
、
と
は

つ
ま
り
専
門
職
業
教
育
と
は
無
縁
の
高
等
教
育
機
関
を
つ
く
る
計
画
は
、

一
八

O
O
年
以
降
、
リ
ベ
ラ
ル
派
の
官
僚
K
・
F
・
パ
イ

メ

(
一
七
六
五
|
一
八
三
八
)
に
よ
っ
て
非
公
式
に
進
め
ら
れ
て
い
た
。
フ
ン
ボ
ル
ト
と
同
様
、
文
学
に
も
造
詣
の
ふ
か
い
文
人
官

僚
だ
っ
た
パ
イ
メ
が
、
古
典
文
献
学
者
F
・
A
・
ヴ
ォ
ル
フ

(
一
七
五
九
|
一
八
二
四
)
と
哲
学
者
フ
ィ
ヒ
テ
(
一
七
六
二
一
八

一
四
)
と
い
う
ふ
た
り
の
強
力
な
ブ
レ
ー
ン
を
得
て
構
想
し
て
い
た
の
は
、
「
学
問
へ
の
愛
」

の
み
を
動
機
と
し
て
入
学
し
て
く
る

「
ご
く
少
数
の
選
ば
れ
た
人
間
」

の
た
め
の

「
高
等
教
育
機
関
」

(
y
c
v
o『
O
H
L
巾
一F
『
曲
ロ
白
骨
釦
】
骨
)

な
い
し

「
教
養
機
関
」

(
回
巳
仏
ロ
ロ

mmh凶
ロ
凹
A
u
m
凶-
4
F
)

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
夢
想
的
構
想
が
大
臣
マ
ツ
ソ
の
も
と
で
実
現
さ
れ
る
は
ず
も
な
く
、
こ
の
計
画
案

は
放
置
さ
れ
、

ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
対
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
敗
北
に
よ
っ
て
事
態
は
急
変
す
る
。

テ
イ
ル
ジ
ッ
ト
の
和
約
で
エ
ル
ベ
河
以
西
の
土
地
を
失
っ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
同
時
に
国
家
の
精
神
的
支
柱
と
も
い
う
べ
き
ハ
レ
大

学
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
と
き
「
物
的
な
力
に
お
い
て
失
っ
た
も
の
を
、
国
家
は
精
神
的
な
力
で
補
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
国
王
フ
リ
l
ド
リ
ヒ
・
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
の
言
葉
と
と
も
に
、

ベ
ル
リ
ン
に
「
普
遍
教
育
機
関
」

z
z
m
3
5
2
5
F
m
Y
E
g
g
-
e

を
設
立
す
る
た
め
の
全
権
が
バ
イ
メ
に
あ
た
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
八

O
八
年
七
月
に
新
宰
相
シ
ユ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
解
任
さ
れ

る
ま
で
の
約
十
ヶ
月
間
、

パ
イ
メ
は
普
遍
教
育
機
関
の
設
立
に
む
け
て
精
力
的
に
仕
事
を
す
る
が
、
も
し
も
こ
の
ハ
イ
メ
の
存
在
が

な
け
れ
ば

一
人

O
九
年
二
月
に
公
教
育
局
長
官
の
任
に
つ
い
た
フ
ン
ボ
ル
ト
が
、
き
わ
め
て
短
期
間
の
う
ち
に
、
新
大
学
設
立
の

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

四



フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

四
四

勅
書
(
一
八

O
九
年
八
月
)
、
大
学
設
立
委
員
会
の
発
足
(
一
八
一

O
年
六
月
)
、

な
し
と
げ
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
だ
っ

た
で
あ
ろ
う
c

ベ
ル
リ
ン
大
学
の
関
学

(
一
八
一

O
年
十
月
)
を

む
ろ
ん
、
フ
ン
ボ
ル
ト
自
身
の
奮
闘
も
パ
イ
メ
に
劣
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
日
々
の
奮
闘
ぶ
り
に

つ
い
て
は、

c
・
メ
ン

(
盟
)

『ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム

・
フ
ォ
ン
・

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
育
改
革
』
(
一
九
七
五
)
に
詳
し
い
の
で
そ
ち
ら
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、

ツ
ョニ

当
時
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
創
設
に
託
し
た
フ
ン
ボ
ル
ト
の
理
念
を
抽
出
し
て
み
よ
う
。

一
八
一

O
年
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
草
稿
『
ベ
ル
リ
ン
高
等
学
術
機
関
の
内
外
の
組
織
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、

フ
ン
ボ
ル

ト
は

「
高
等
学
術
機
関
」

(Z
Z2
4
2∞
8
5
岳
民
庄
内宮
〉
E
Z
E
と

「
学
校
」

(∞
n
y巳
O
)

を
峻
別
す
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
の
考
え

で
は
、
「
学
校
」
が
既
成
の
知
識
を
教
え
学
ぶ
場
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
「
高
等
学
術
機
関
」
は
「
学
聞
を
つ
ね
に
ま
だ
完
全
に
は
解

決
さ
れ
て
い
な
い
問
題
と
し
て
取
り
あ
つ
か
い
、
そ
れ
ゆ
え
た
え
ず
研
究
を
つ
づ
け
て
い
る
」
場
で
あ
る
。
お
な
じ
教
育
の
場
と
は

い
え
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
の
教
師
と
生
徒
の
関
係
に
は
、
大
き
な
ち
が
い
が
あ
る
。
高
等
学
術
機
関
に
お
い
て
、
教
師
は

(
学
校

に
お
け
る
よ
う
に
)
生
徒
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
逆
に
生
徒
が
教
師
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
研
究
を
つ
づ
け
る
た
め
に
は
、
教
師
の
も
つ
熟
練
し
た
、
し
か
し
い
く
ら
か
硬
直
し
た
力
を
、
生
徒
の

も
っ
て
い
る
、
ま
だ
弱
く
は
あ
る
が
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
む
か
つ
て
い
こ
う
と
す
る
い
き
い
き
し
た
カ
と
結
び
あ
わ
せ
る
こ
と
が
必
要

と
な
り
、
そ
の
と
き
学
問
を
す
る
人
間
に
と
っ
て
、
生
徒
は
不
可
欠
の
存
在
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
フ
ン
ボ
ル
ト
は
、

《却』

も
し
も
生
徒
が
自
分
の
ま
わ
り
に
集
ま
っ
て
こ
な
か
っ
た
な
ら
、
教
師
は
自
分
か
ら
生
徒
を
探
し
に
い
く
だ
ろ
う
。



と
い
う
誇
張
と
も
思
え
る
言
い
方
で
表
現
す
る
の
だ
が
、
詰
諺
の
調
子
を
お
び
た
こ

の
物
言
い
の
な
か
に
、
わ
た
し
た
ち
は
あ
の

〈研
究
と
教
育
の
統
一
〉
と
い
う
フ
ン
ボ
ル
ト
の
理
念
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

あ
ら
た
な
「
高
等
学
術
機
関
」

の
設
立
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
、
当
時
シ
ユ
ラ
イ
ア

l
マ
ッ
ハ

l

(
一
七
六
八
l
一
八
三
四
)

ら
に
よ
っ
て
、
研
究
と
教
育
の
分
離
、
す
な
わ
ち
研
究
は
学
術
ア
カ
デ
ミ
ー
に
任
せ
、
大
学
は
学
生
の
教
育
に
専
念
す
れ
ば
い
い
で

は
な
い
か
と
い
う
案
が
提
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
考
え
に
真

っ
向
か
ら
異
を
唱
え
た
の
が
、

フ
ン
ボ
ル
ト
で
あ
る
。

『
ベ
ル
リ
ン
高
等

学
術
機
関
の
内
的
お
よ
び
外
的
組
織
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
も
、

〈研
究
と
教
育
の
統
一

〉
(
目

E
5骨

4
0ロ
司

2
2
V
E
H
m
E
H円ごし
0

官。
)

と
い
う
言
葉
こ
そ
明
示
的
に
使
わ
な
い
も
の
の
、
こ
の
理
念
を
あ
き
ら
か
に
擁
護
し
て
フ
ン
ボ
ル
ト
は
言
う
。
学
問
と
は
、
知
識
の

た
ん
な
る
集
積
や
拡
大
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
機
械
的
に
獲
得
し
伝
達
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
「
ま
だ
完
全
に
は
見
い
だ

さ
れ
て

い
な
い
も
の
、
け

っ
し
て
完
全
に
つ
き
と
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
」
で
あ
り

「
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
不
断
に
追
求

す
る
」

べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
。
つ
ま
り
学
問
と
は
、
知
識
の
獲
得
で
は
終
わ
ら
な
い
、
永
遠
の
探
求
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
知
の
営

み
だ
と
言
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
て
学
聞
が
到
達
不
可
能
性
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
性
質
を
も
つ
も
の
と
規
定
さ
れ
る
と
き
、

ウ
ニ

4

'
マ

1

大
学
に
お
い
て

1
1

フ
ン
ボ
ル
ト
が
想
定
し
て
い
る
「
高
等
学
術
機
関
」
の
形
態
は

大

学

に
他
な
ら
な
い
ー
ー
ー
研
究
と
切
り
離
さ

れ
た
か
た
ち
で
教
育
を
お
こ
な
う
こ
と
は
、
も
は
や
何
の
意
味
も
も
ち
え
な
い
で
あ
ろ
う
っ
学
聞
が
そ
の
よ
う
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
性

質
を
も
っ
以
上
、
そ
れ
を
知
識
と
し
て
教
え
る
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
り
、

学
問
に
志
す
人
聞
は
、
研
究
と

い
う
こ
の
到
達

不
可
能
な
知
の
営
み
に
自
発
的
に
参
画
す
る
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
気
づ
か
ず
研
究
と
教
育
を
分
離
す
る
こ
と
は
、
た
だ

大
学
の
「
学
校
」
化
を
も
た
ら
す
だ
け
で
、
そ
れ
は
学
問
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
国
家
に
と
っ
て
も
大
き
な
損
失
と
な
る
、
と
フ

ン
ボ
ル
ト
は
考
え
た
。

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

四
五



フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

四
六

な
ぜ
な
ら
、
内
面
に
発
し
て
、
内
面
に
植
え
つ
け
ら
れ
る
学
問
だ
け
が
、
人
絡
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
国
家
に

と
っ
て
も
、
人
類
に
と
っ
て
も
、
た
い
せ
つ
な
の
は
知
識
と
弁
舌
で
は
な
く
、
人
格
と
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。
(
傍
点
筆
者
)

フ
ン
ホ
ル
ト
に
と
っ
て
学
問
と
は
な
ん
で
あ
っ
た
か
1

1

到
達
不
可
能
性
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
性
質
を
も
つ
も
の
と
い
う
、
右

に
見
た
第
一
の
規
定
に
つ
づ
い
て
、
こ
こ
で
そ
の
第
二
の
規
定
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。
学
問
と
は
、
人
の
「
内
面
」
に
お
け
る
営
み

で
あ
り
、
内
面
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
格
」

S
F
2釦
W
広
三
を
形
成
す
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
規

定
と
と
も
に
、

〈研
究
と
教
育
の
統
一
〉
と
い
う
理
念
の
背
後
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
理
念
が
潜
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
き
ら
か
に
な
る
だ

ろ
う
。
ど
う
や
ら
そ
こ
に
は

〈学
問
に
よ
る
人
間
形
成
〉
(
巴
含
諸
島
ロ
R
V
4
5
5
5
n
v島
)
Il
--目
葉
を
換
え
れ
ば

〈学
問
に
よ

る
教
養
〉
|
!
と
い
う
理
念
が
あ
っ
て
、
こ
の
ふ
た
つ
の
理
念
は
相
互
に
絡
み
あ
い
な
が
ら
、

フ
ン
ボ
ル
ト
の
大
学
理
念
を
形
成
し

て
い
る
よ
う
な
の
だ
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
学
問
、
人
間
形
成
と
し
て
の
学
問
|
|
こ
の
よ
う
な
学
問
観
の
う
え
に
構
想
さ
れ
る
大
学
が
「
高
等
学
術

機
関
」
と
し
て
一
線
を
画
そ
う
と
す
る
の
は
、
学
術
ア
カ
デ
ミ
ー
だ
け
で
は
な
い
。
実
用
的
な
職
業
教
育
を
め
ざ
す
「
専
門
単
科
大

学
」
は
、

フ
ン
ボ
ル
ト
の
考
え
る
学
問
に
と
っ
て
、
学
術
ア
カ
デ
ミ
ー
以
上
に
許
し
が
た
い
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は

『ベ

ル

リ
ン
高
等
学
術
機
関
の
内
的
お
よ
び
外
的
組
織
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
も
、
「
国
家
は
大
学
を
ギ
ム
ナ
1
ジ
ウ
ム
と
し
て
扱
つ
て
は
な

【担】

ら
な
い
。
専
門
学
校
と
し
て
扱
っ
て
も
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
大
学
と
ギ
ム

ナ
l
ジ
ウ
ム
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
「
高
等
学
術
機
関
」
と
「
学
校
」
と
の
ち
が
い
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
さ
ら
に



詳
述
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
と
「
専
門
学
校
」
(
∞
宮
2muss-o)
が
相
違
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
未
完
の
草
稿
の
た
め
で

も
あ
ろ
う
、
そ
れ
以
上
の
論
述
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
し
か
し
、
「
リ
ト
ア
ニ
ア
学
校
計
画
』
(
一
人

O
九
)
に
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
フ
ン
、ボ
ル
ト
の
考
え
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

身
分
制
で
は
な
い
全
国
民
の
た
め
の
学
校
、
も
し
く
は
全
国
民
の
た
め
に
国
家
が
設
置
す
る
学
校
は
す
べ
て
、
普
遍
的
人
間
形

成
を
そ
の
唯
一
の
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
||

生
活
上
の
必
要
、
も
し
く
は
個
々
の
職
業
上
の
必
要
が
要
求
す
る
も

い
っ
た
ん
括
弧
に
入
れ
て
、
普
遍
教
育
が
終
了
し
た
あ
と
で
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ふ
た
つ
が
混
じ
り
合

う
と
教
育
は
不
純
な
も
の
と
な
り
、
完
全
な
人
間
も
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
に
お
け
る
完
全
な
市
民
も
得
ら
れ

の
は
、

な
く
な
る
。

と
い
う
の
も
、
こ
の
ふ
た
つ
の
教
育

l
l普
遍
教
育
と
専
門
教
育
|
|
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
原
理
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
普
遍
教
育
を
受
け
る
こ
と
で
、
も
ろ
も
ろ
の
力
、
す
な
わ
ち
人
間
自
身
が
強
め
ら
れ
、
純
化
さ
れ
、
律
せ
ら

れ
る
の
に
た
い
し
、
専
門
教
育
に
よ
っ
て
人
間
は
、
た
だ
実
用
の
た
め
の
技
能
を
習
得
さ
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
(
:
:
:
)
専

門
教
育
に
お
い
て
は
、
根
拠
が
不
明
の
ま
ま
結
果
だ
け
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
が
頻
繁
に
起
こ
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、

ま
ず
は
技
能
を
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
じ
っ
く
り
理
解
す
る
た
め
の
時
間
も
し
く
は
能
力
が
欠
如

(担》

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
(
傍
点
筆
者
)

一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
普
遍
教
育
」

z
z
m
O
B伯
仲
口
。
目
E
E
H
m)
と
「
専
門
教
育
」
官
官
己
己

r

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

四
七



フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

四
!¥. 

回
巳
【
凶
ロ
ロ

m)
は
、
中
等
教
育
段
階
で
の
話
で
あ
っ
て
、
大
学
に
お
け
る
教
育
原
理
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
自

が
持
つ
内
的
な
力
を
純
化
し
て
「
人
間
」
を
つ
く
る
普
遍
教
育
と
、
実
用
的
な
技
能
を
習
得
さ
せ
て
「
市
民
」
を
つ
く
る
専
門
教
育

を
対
比
さ
せ
、
そ
の
う
え
で
前
者
の
優
位
を
あ
か
ら
さ
ま
に
宣
-
一
一
目
す
る
論
の
運
び
は
、
大
学
に
お
け
る

〈学
問
に
よ
る
人
間
形
成
〉

の
理
念
と
呼
応
し
て
、

実
用
主
義
的
な
職
業
教
育
に
た
い
す
る
フ
ン
ボ
ル
ト
の
蔑
視
を
く
っ
き
り
と
あ
ぶ
り
だ
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

フ
ン
ボ
ル
ト
に
と
っ
て
、
学
問
と
は
あ
く
ま
で
も
み
ず
か
ら
の
意
志
で
参
画
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
知
識
や
技
能
と
し
て
教
え
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
中
等
教
育
は
、
そ
う
し
た
学
問
に
参
画
す
る
た
め
の
準
備
期
間
で
あ
り
、
だ
か
ら
そ
こ
で
は
、
将
来
の

〈学
問

に
よ
る
人
間
形
成
〉
を
可
能
に
す
る
普
遍
教
育
が
要
請
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。フ

ン
ボ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
の
最
終
目
標

-
話
v

は
「
生
徒
を
も
う
そ
れ
以
上
、
教
師
と
学
校
で
の
授
業
に
つ
な
ぎ
と
め
て
お
く
必
要
の
な
い
地
点
」
に
ま
で
生
徒
を
連
れ
て
い
く
こ

具
体
的
に
は
、
中
等
学
校
で
は
数
学
・
言
語

・
歴
史
等
の
授
業
が
お
こ
な
わ
れ
る
が
、

と
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
教
師
か
ら
教
わ
ら
な
く
て
も
自
分
で
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
人
間
に
す
る
こ
と
が
、
中
等
学
校
の
役
割
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。

『
ベ
ル
リ
ン
高
等
学
術
機
関
の
内
的
お
よ
び
外
的
組
織
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
考
え
は
さ
ら
に
尖
鋭
に
な
り
、

「
学
校
」
は
そ
の
教
育
が
成
功
し
た
場
合
、
卒
業
し
て
い
く
生
徒
に
、
「
こ
れ
ま
で
た
だ
、

い
わ
ば
遠
く
か
ら
指
し
し
め
さ
れ
て
い
た

だ
け
の
学
問
の
高
み
に
む
か
つ
て
、
こ
れ
か
ら
昇
っ
て
い
く
の
だ
と
い
う
憧
僚
の
念
」
を
抱
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
言

わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
「
理
解
し
、
知
識
を
得
、
精
神
的
創
造
を
お
こ
な
う
こ
と
が
、
外
的
な
事
情
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ

自
身
の
う
ち
に
あ
る
精
密
さ
、
調
和
、
美
に
よ
っ
て
魅
力
あ
る
も
の
と
な
る
」
よ
う
に
、
す
べ
て
の
知
識
を
生
徒
の
心
に
植
え
つ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
で
き
た
と
き
、
生
徒
は
「
自
分
の
手
で
学
聞
を
つ
か
む
」
。
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
、
生
徒
は

《お》

「
実
用
的
な
仕
事
に
耽
り
、
そ
の
結
果
、
実
務
に
す
ら
役
立
た
な
い
人
間
に
な
る
」
、
と
。



実
用
的
専
門
教
育
を
斥
け
る
フ
ン
ボ
ル
ト
の
意
志
は
か
く
も
強
固
で
あ
る
が
、
そ
の
対
極
に
思
い
え
が
か
れ
て
い
る
普
遍
的
人
間

教
育
は
、

で
は
大
学
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
学
に
お
け
る
学
聞
は
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で

〈
学
問
に
よ
る
人
間
形
成
〉
を
お
こ
な
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
リ
ト
ア
ニ
ア
学
校
計
画
』
に
お
い
て
、

フ
ン
ボ
ル
ト
は
言
、
ヮ
。

大
学
に
お
い
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
の
が
|

|
そ
れ
は
人
間
だ
け
が
、
自
分
の
力
で
自
分
の
な
か
に
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き

る
も
の
な
の
だ
が
|
|
純
粋
な
学
問
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
本
来
の
意
味
に
お
け
る
自
己
の
営
み
の
た
め
に
、
ど
う

し
て
も
必
要
な
の
が
自
由
で
あ
り
、
そ
れ
を
助
け
て
く
れ
る
の
が
孤
独
で
あ
る
。
(
:
:
:
)
講
義
を
聴
く
こ
と
な
ど
副
次
的
な
こ

と
に
す
ぎ
な
い
。
重
要
な
の
は
、
志
を
お
な
じ
く
す
る
同
年
輩
の
人
間
同
士
の
緊
密
な
共
同
体
の
な
か
で
、
そ
れ
も
お
な
じ
場

所
に
、
学
問
の
向
上
と
普
及
に
一
身
を
捧
げ
て
い
る
す
で
に
完
成
の
域
に
達
し
た
教
養
人
が
何
人
も
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を

意
識
し
つ
つ
、
何
年
か
の
あ
い
だ
自
分
自
身
と
学
問
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
(
傍
点
筆
者
)

こ
こ
で
フ
ン
ボ
ル
ト
は
、

〈学
問
に
よ
る
人
間
形
成
〉
が
徹
頭
徹
尾
、
自
己
形
成
で
あ
る
と
言
う
。
「
自
分
の
力
で
自
分
の
な
か
に
見

い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
」
こ
そ
が
大
学
に
お
け
る
知
の
営
み
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
「
純
粋
な
学
問
」
と
は
ど
う

い
う
も
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
だ
、
と
。

い
さ
さ
か
同
語
反
復
的
な
物
言
い
で
あ
る
が
、
言
い
た
い
こ
と
の
趣
旨
は
な
か
ば
明
快
で

あ
ろ
う
。
日
本
語
に
よ
る
表
現
で
補
足
的
に
言
い
換
え
れ
ば
、
大
学
に
お
い
て
や
る
べ
き
こ
と
は
、
高
校
ま
で
の
「
勉
強
」
で
は
な

く
「
学
問
」
な
ん
だ
よ
、
そ
し
て
学
問
と
は
、
先
生
か
ら
教
え
て
も
ら
う
も
の
で
は
な
く
自
分
で
や
る
も
の
だ
よ
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
自
力
形
成
で
は
あ
っ
て
も
、
ま
だ
自
己
形
成
(
∞
冊
目

Z
F巳
仏
ロ
ロ
伺
)
に
は
な
ら
な
い
。
大
学
に
お
け
る

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

四
九



フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

五
0 

学
問
が
自
己
形
成
と
な
り
、
〈
学
問
に
よ
る
人
間
形
成
〉
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
学
聞
が
「
純
粋
な
学
問
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
自
己
形
成
と
し
て
の
学
問
に
「
純
粋
な
」
と
い
う
形
容
詞
が
つ
い
て
い
る
の
は
、

フ
ン
ボ
ル
ト
の
想
定
し

て
い
る
学
問
の
中
心
に
、
哲
学
が
あ
る
か
ら
だ
。

『
リ
ト
ア
ニ
ア
学
校
計
画
』
に
は
こ
の
点
に
つ
い
て
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
さ
き
ほ
ど
『
ベ
ル
リ
ン
高
等
学
術
機
関
の

内
的
お
よ
び
外
的
組
織
に
つ
い
て
』
か
ら
抽
出
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
学
問
、
す
な
わ
ち
内
面
に
お
け
る
到
達
不
可
能
な
知
の

営
み
と
し
て
の
学
問
と
い
う
フ
ン
ボ
ル
ト
の
学
問
観
を
想
起
し
、
く
わ
え
て
、
お
な
じ
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
「
哲
学
と
芸
術
」

-". 

の

言
及
が
な
さ
れ
、
そ
の
「
精
神
」
が
他
の
研
究
分
野
に
も
波
及
し
て
「
学
問
を
学
問
と
し
て
追
求
す
る
と
い
う
原
理
」
が
支
配
的
で

あ
る
か
ぎ
り
、
大
学
に
お
け
る
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
案
ず
る
に
は
お
よ
ば
な
い
、
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
フ
ン
ボ
ル

ト
の
い
う
「
純
粋
な
学
問
」
が
哲
学
の
精
神
に
基
づ
く
非
実
用
の
学
問
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
「
純
粋

な
学
問
」
を
|
|
知
識
と
し
て
学
ぶ
の
で
は
な
く
1

1

自
力
で
体
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
形
成
を
お
こ
な
う
こ
と
。
そ
れ
が

フ
ン
ボ
ル
ト
の
い
う
〈
学
問
に
よ
る
人
間
形
成
〉

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
の
が
、

〈孤
独
と
自
由
〉
と
い
う
次
な
る
理

念
な
の
で
あ
る
。

〈研
究
と
教
育
の
統
一
〉

〈学
問
に
よ
る
人
間
形
成
〉
と
な
ら
ん
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、

フ
ン
ボ
ル
ト
の
名
と
き
わ
め
て
密

接
に
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
る

〈孤
独
と
自
由
〉
(阿

E
g
g
w
S仲ロロ仏

F
s
z
g
で
あ
る
が
、
意
外
な
こ
と
に
、
こ
の
理
念
に
つ
い

て
フ
ン
ボ
ル
ト
が
詳
述
し
た
テ
ク
ス
ト
は
|
|
|
私
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
ー
ー
な
い
。
わ
ず
か
に
、
右
に
引
用
し
た
『
リ
ト
ア
ニ
ア
学

校
計
画
』

の
一
節
と
、
『
ベ
ル
リ
ン
高
等
学
術
機
関
の
内
的
お
よ
び
外
的
組
織
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
、
よ
り
簡
潔
な
次
の
一
一
節
が
あ

る
だ
け
で
あ
る
。



こ
の
高
等
学
術
機
関
は
、
誰
も
が
可
能
な
か
ぎ
り
学
問
の
純
粋
な
理
念
に
向
か
い
あ
う
と
き
に
の
み
、
そ
の
目
的
を
達
成
で
き

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
孤
独
と
自
由
が
支
配
的
な
原
理
と
な
る
。
(
傍
点
筆
者
)

こ
れ
だ
け
の
文
面
か
ら
、

フ
ン
ボ
ル
ト
の
〈
孤
独
と
自
由
〉
の
内
実
を
読
み
と
る
の
は
容
易
で
は
な
い
が
、
「
孤
独
」
に
か
ん
し
て
い

え
ば
、
右
の
引
用
の
あ
と
す
ぐ
に
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
人
聞
の
精
神
的
活
動
は
共
同
作
業
の
か
た
ち
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
進

展
す
る
の
で
も
あ
る
か
ら
(
:
:
:
)
」
と
言
っ
て
、
高
等
学
術
機
関
に
お
け
る
知
的
共
同
作
業
の
重
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、

先
に
引
用
し
た
『
リ
ト
ア
ニ
ア
学
校
計
画
』
の
一
節
で
も
、
「
志
を
お
な
じ
く
す
る
同
年
輩
の
人
間
同
士
の
緊
密
な
共
同
体
の
な
か
で

(
:
:
:
)
自
分
自
身
と
学
問
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
」
が
重
要
な
の
だ
と
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
独
学
者

的
孤
立
の
す
す
め
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
純
粋
な
学
問
」
な
い
し
「
学
問
の

純
粋
な
理
念
」
に
生
き
る
共
同
体
へ
の
自
己
隔
離
の
必
要
性
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
フ
ン
ボ
ル
ト
の
い
う
「
孤
独
」
と
は
、

い
わ
ば

世
間
に
背
を
む
け
た
孤
独
、
す
な
わ
ち
実
利
的
市
民
社
会
に
背
を
む
け
て
「
純
粋
な
学
問
」
に
専
念
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め

の
孤
独
だ
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
も
う
一
方
の
「
自
由
」
と
は
な
に
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
リ
ト
ア
ニ
ア
学
校
計
画
』

で
「
講
義
を
聴
く
こ
と
な
ど
副
次

的
な
こ
と
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
大
学
に
お
い
て
「
ど
う
し
て
も
必
要
」
だ
と
フ
ン
ボ
ル
ト
が
断
言
し
た

「
自
由
」
と
は
、
そ
れ
で
は
た
だ
、
講
義
を
聴
く
の
も
聴
か
ぬ
の
も
学
生
の
自
主
的
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
と
い
う
、
学
習
の
自
由

(
F
Zロ
吟
伯
仲
V
O
F
骨
)
だ
け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
啓
蒙
派
の
教
育
者
カ
ン
ベ
が
大
学
廃
止
論
を
唱
え
る
に
あ
た
っ
て
ま
っ
さ
き
に
否
定

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

五



フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

五

し
た
の
が
こ
の
学
習
の
自
由
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
お
こ
せ
ば
、
た
し
か
に
そ
れ
は
フ
ン
ボ
ル
ト
的
大
学
に
と
っ
て
重
要
な
「
自
由
」

だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
『
ヶ

l
ニ
ヒ
ス
ペ
ル
ク
学
校
計
画
』
(
一
八

O
九
)
に
も
、
学
ぶ
の
で
は
な
く
み
ず
か
ら
研
究
す
る
の
が
本

分
で
あ
る
学
生
に
と
っ
て
「
講
義
を
聴
く
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
ほ
ん
ら
い
ど
う
で
も
い
い
こ
と
だ
」
と
い
う
、

『
リ
ト
ア
ニ
ア
学
校
計

函
』
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
一
文
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
フ
ン
ボ
ル
ト
自
身
に
よ
っ
て
く
り
か
え
し
強
調
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
〈
孤
独

と
自
由
〉
と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
フ
ン
ボ
ル
ト
の
理
念
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
の
「
自
由
」
が
、
そ
う
し
た
学
習
の
自
由
に
限

定
さ
れ
る
と
い
う
の
も
、

い
さ
さ
か
騎
に
落
ち
な
い
話
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
い
う
の
も
、
「
札
つ
き
の
自
由
主
義
者
」
フ
ン
ボ
ル
ト

に
と
っ
て
、
自
由
と
は
、
学
者
と
し
て
も
政
治
家
と
し
て
も
け
っ
し
て
手
放
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
自
身
の
思
想
の
根
幹
に
位
置
す

る
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
自
由
な
人
間
」
か
、

「
有
用
な
市
民
」
か

|
|
フ
ン
ボ
ル
ト
『
国
家
の
活
動
範
囲
を
限
定
す
る
試
み
の
た
め
の
理
念
』

プ
ロ
イ
セ
ン
八
ム
教
育
局
長
官
に
任
命
さ
れ
る
十
七
年
前
、
青
年
フ
ン
ボ
ル
ト
は

『国
家
の
活
動
範
囲
を
限
定
す
る
試
み
の
た
め
の

理
念
』
(
一
七
九
二
)
を
書
い
て
い
た
。
ま
だ
二
十
代
な
か
ば
の
若
き
で
あ
っ
た
が
、

フ
ン
ボ
ル
ト
は
す
で
に
こ
の
と
き
一
度
つ
い
た

司
法
官
の
職
を
辞
し
、
古
典
研
究
や
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
翻
訳
に
う
ち
こ
む
静
穏
な
隠
遁
生
活
に
入
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
日
々
の
な

か
で
、
か
な
ら
ず
し
も
静
穏
と
は
い
い
が
た
い
問
題
作
と
し
て
成
立
し
た
の
が
、
こ
の
『
国
家
の
活
動
範
囲
を
限
定
す
る
試
み
の
た

ヲ
マニ
-7
1
Lr

の
ち
に
「
人
間
性
全
般
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
で
書
か
れ
た
も
っ
と
も
価
値
あ
る
論
文
の
ひ
と
つ
」
と
言
わ
れ
、

め
の
理
念
』

で
あ
る
。



一
八
五
四
年
の
英
訳
に
さ
い
し
て
は

「フ
ン
ボ
ル
ト
の
主
張
が
た
だ
し
く
理
解
さ
れ
、
実
際
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、

1
ロ
ッ
パ
の
歴
史
は
別
の
道
を
歩
ん
で
い
た
だ
ろ
う
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
こ
の
論
文
は
、
だ
が
、

ヨ

一
七
九
二
年
の
時
点
で
は
、
翻
訳

は
お
ろ
か
ド
イ
ツ
で
の
出
版
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
。
検
閲
の
問
題
に
悩
ま
さ
れ
、

シ
ラ
l

(
一
七
五
九
1

一
人

O
五
)
に
口
添
え

を
頼
ん
だ
ゲ
ツ
シ
エ
ン
書
庖
か
ら
は
、
ヴ
ィ

l
ラ
ン
ト
の
新
し
い
版
を
出
す
の
に
手
一
杯
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
断
ら
れ
、
次
の
出

版
社
を
シ
ラ
i
が
見
つ
け
て
き
た
と
き
に
は
フ
ン
、ボ
ル
ト
自
身
が
出
版
の
意
思
を
喪
失
し
て
い
た
た
め
、
結
局
そ
れ
が
出
版
さ
れ
た

の
は
執
筆
か
ら
五
十
九
年
後
、

フ
ン
ボ
ル
ト
の
死
後
十
六
年
も
た
つ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
一
部
は
シ
ラ
!
の

編
集
す
る
『
新
タ
リ
l
ア
』
(
第
二
巻
第
五
号
、

一
七
九
二
)

や
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
中
枢
を
に
な
っ
た

『ベ

ル
リ
ン
月
報
』
(
第
二
十
号
、

一
七
九
二
)
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
の
大
部
の
論
文
の
全
貌
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
の
は
一
八
五
一
年
、

『晩
夏
』
(
一
八
五
七
)

の
同
時
代
と
い
っ
て
い
い
頃
な
の
で
あ
る
。

フ
ン
ボ
ル
ト
の

『国
家
の
活
動
範
囲
を
限
定
す
る
試
み
の
た
め
の
理
念
』
は
、

そ
の
表
題
に
明
快
に
し
め
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

国
民
生
活
へ
の
国
家
の
干
渉
を
最
小
限
に
く
い
と
め
る
こ
と
を
目
的
に
書
か
れ
た
。

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
(
一
七

四
四
l
一
七
九
七
)

の
治
世
下
で
反
動
化
を
つ
よ
め
、

J
・
伽

・
ヴ
エ
ル
ナ
l

(
一
七
三
二
|
一
八

O
O
)
の
宗
教
条
例
や
検
閲
条

例
が
施
行
さ
れ
て
い
た
当
時
の
プ
ロ
イ
セ

ン
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
自
由
主
義
者
フ
ン
ボ
ル
ト
の
な
し
う
る
最
大
限
の
抵
抗
で
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。
論
の
冒
頭
で
フ
ン
ボ
ル
ト
は
問
う
。
「
国
家
の
全
組
織
は
い
か
な
る
目
的
に
む
か
つ
て
遁
進
し
て
い
る
の
か
。
国
家

A

拓
v

は
み
ず
か
ら
の
活
動
に
い
か
な
る
制
限
を
く
わ
え
る
べ
き
で
あ
る
か
」
、
と
。

国
家
活
動
の
制
限
の
み
な
ら
ず
国
家
の
存
在
目
的
ま
で
も
問
う
、
き
わ
め
て
大
胆
な
問
い
で
あ
る
が
、
こ
の
問
い
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、

『国
家
の
活
動
範
囲
を
限
定
す
る
試
み
の
た
め
の
理
念
』
は
国
家
論
も
し
く
は
政
治
学
の
論
文
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

五



フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

五
四

問
題
設
定
だ
け
で
な
く
、
論
文
全
体
の
枠
組
み
か
ら
み
て
も
そ
の
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
し
、
ま
た
論
文
中
フ
ン
ボ
ル
ト
み
ず

か
ら
こ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
国
家
活
動
の
目
的
お
よ
び
制
限
」
の
研
究
は
「
あ
ら
ゆ
る
政
治
学
の
究
極
目
的
」
と
関
わ
っ
て
い
る

と
述
べ
て
も
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
国
家
論
と
し
て
書
か
れ
た
は
ず
の
論
文
は
、
は
や
く
も
そ
の
第
一
章
の
途
中
か
ら
奇
妙
な
展
開
を

と
げ
、
「
自
由
」
と
「
教
養
」
を
め
ぐ
る
議
論
へ
と
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

(
:
:
:
)
国
家
の
活
動
範
囲
の
限
界
に
つ
い
て
の
重
要
な
研
究
は
|
|
容
易
に
予
想
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
ー
ー
も
ろ
も
ろ
の
力

の
よ
り
高
度
な
自
由
と
、
も
ろ
も
ろ
の
状
況
の
よ
り
豊
か
な
多
様
性
へ
と
行
き
っ
か
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
と
同
等
の
高
い
教
養
が
不
可
欠
で
あ
り
、

ま
た
、

よ-
り・い
多・わ
様・ばし
な・群・か
豊・れ・し
か・を・な
さ・な・が
をす・ら
身画・

つ的・
よ
り

高
度
な
自
由
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、

な
大
衆
と
し
て
行
動
す
る
必
要
が
な
く
な
る
た
め
に
は
、

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
傍
点
筆
者
)

行
動
す
る
個
人
が
よ
り
強
く
な
り
、

や
や
わ
か
り
に
く
い
言
い
方
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
フ
ン
ボ
ル
ト
は
、
国
家
の
活
動
範
囲
の
限
界
に
つ
い
て
っ
き
つ
め
て
考
え
て
い
く

と
「
自
由
」
と
「
多
様
性
」

の
問
題
に
逢
着
し
、
そ
の
「
自
由
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
な
に
よ
り
も
「
教
養
」

(EEEwm)
が
必

要
だ
、
と
言
い
た
い
よ
う
で
あ
る
。
状
況
の
「
よ
り
豊
か
な
多
様
性
」
(
司
2
8
2
冨

S
E
m貯
E
m
w
s
e
と
個
人
の
「
よ
り
多
様
な

豊
か
さ
」
(
。

E
B
E
E
R巳
t
m巾
円
。
円
切

g
n
v
F
Eロ
)
と
の
関
係
が
判
然
と
し
な
い
が
、
個
人
が
「
群
れ
を
な
す
画
一
的
な
大
衆
」

(
o
g
B円
目
釘
タ
〈
0
5
Z
H
M
品
。
回
申
冨
曲
目
印

g)
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
の
大
切
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
社
会
と
個
人
双
方
の

レ
ベ
ル
で
画

一
的
で
な
い
多
様
性
が
も
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
自
由
」
と
「
教
養
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
こ
こ
で
は
ま
だ
、



「
自
由
」
を
も
と
め
る
た
め
に
は
「
教
養
」
が
必
要
で
あ
り
、
「
啓
蒙
と
文
化
」
の
時
代
で
あ
る
十
八
世
紀
末
の
現
代
に
お
い
て
は
す

A

凶
附

e

で
に
そ
の
条
件
は
満
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
現
代
に
は
自
由
も
あ
た
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
る
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
国
家
論
の
範
時
に
お
け
る
こ
の
「
自
由
」
と
「
教
養
」
の
関
係
は
、
「
プ
ラ
ト
ン
の

家
論
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
教
育
論
で
あ
る
」
と
い
う
ル
ソ
l
の
|
|

『
エ
ミ
l
ル
』
(
-
七
六
二
)
に
お
け
る
|

|
言
葉
を
引
用

『国
家
』
は

(
:
;
:
)
国

し
た
あ
た
り
か
ら
そ
の
主
従
関
係
を
し
だ
い
に
逆
転
さ
せ
、
以
後
論
点
は
「
教
養
」

の
重
要
性
を
め
ぐ
る
問
題
に
シ

フ
ト
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
古
典
古
代
と
近
代
を
比
較
し
て
、

フ
ン
ボ
ル
ト
は
言
、
っ
。

古
代
人
は
|
|
人
間
と
し
て
|
|
人
間
の
力
と
教
養
に
気
を
配
っ
た
。
近
代
人
が
気
を
配
っ
た
の
は
、

{剖》

職
業
上
の
能
力
で
あ
る
。
古
代
人
は
徳
を
も
と
め
た
。
近
代
人
が
も
と
め
た
の
は
幸
福
で
あ
る
。
(
傍
点
筆
者
)

人
間
の
安
楽
と
財
産
と

「
古
代
人
」
と
「
近
代
人
」
と
い
う
二
項
対
立
を
つ
か
つ
て
、
こ
こ
で
フ
ン
ド
ホ
ル
ト
は
か
つ
て
存
在
し
た
は
ず
の
、
し
か
し
近
代
に
い

た
っ
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
「
人
間
の
力
と
教
養
」
(
原
島
ロ
足
型
E
g
m
島

市

田

宮

8
2
Zロ
)
を
哀
惜
す
る
。
「
カ
と
教
養
」
と
と

も
に
失
わ
れ
た
の
は
「
徳
」
(
吋
己

m
g
e
だ
け
で
は
な
い
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
彼
を
魅
了
す
る
の
は
「
常
に
ひ
と
り
の
人
間

の
人
生
と
と
も
に
消
え
去
っ
て
い
く
偉
大
さ
」
で
あ
り
、
「
想
像
力
の
横
溢
」
で
あ
り
、
「
精
神
の
深
さ
」
「
意
志
の
強
さ
」
「
人
間
に

真
の
価
値
を
あ
た
え
る
唯
一
の
も
の
と
し
て
の
、
存
在
全
体
の
統
乙
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
喪
失
し
た
近
代
人
が
、
そ
の
代
わ
り

に
獲
得
し
た
も
の
は
と
い
え
ば
、
た
だ
「
達
成
さ
れ
た
進
歩
の
す
ば
や
さ
」
「
人
聞
が
発
明
し
た
も
の
の
大
量
普
及
」
「
築
か
れ
た
も

の
の
巨
大
さ
-
と
い
っ
た
類
の
も
の
で
あ
る
。
「
力
と
教
養
」
か
ら
「
安
楽
と
財
産
と
職
業
上
の
能
力
」

へ
の
失
墜
、
「
徳
」
か
ら

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

五
五



フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

五
六

「
幸
福
」

へ
の
凋
落
、
そ
う
じ
て
精
神
的
偉
大
さ
か
ら
物
質
的
巨
大
さ
へ
の
こ
の
零
落
を
嘆
き
つ
つ
、
そ
し
て
フ
ン
ボ
ル
ト
は
第
一
章

の
末
尾
近
く
で
ー
ー
か
な
り
唐
突
に
、
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
、

7
i
l
「
古
代
人
」
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
を
引
く
の
で
あ
る
。

お
の
お
の
に
と
っ
て
、
そ
の
本
性
か
ら
固
有
で
あ
る
も
の
が
、
お
の
お
の
に
と
っ
て
も
っ
と
も
善
き
も
の
、
も
っ
と
も
心
地
よ

い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
人
間
に
と
っ
て
は
理
性
に
基
づ
く
生
が
|
|
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
生
こ
そ
が
も
っ
と
も

人
間
ら
し
い
も
の
で
あ
る
以
上
ー
ー
も
っ
と
も
幸
福
な
の
で
あ
る
。

「
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
か
ら
引
か
れ
た
こ
の
一
節
は
、
「
そ
の
本
性
か
ら
固
有
で
あ
る
も
の
」
に
基
づ
い
た
生
が
か
つ
て
存
在
し

た
こ
と
を
た
だ
事
実
と
し
て
呈
示
す
る
た
め
だ
け
に
、
第
一
章
末
尾
の
こ
の
箇
所
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

そ
の
直
後
に
、
「
国
家
は
安
全
の
み
に
関
与
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
お
よ
そ
国
民
の
身
体
的
・
道
徳
的
幸
福
全
般
に
関
与
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
」
と
い
う
、
こ
の
論
文
全
体
の
核
心
に
迫
る
聞
い
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
の
間
い
は
、
論
文
の

冒
頭
部
で
発
さ
れ
た
問
い
|
|
「
国
家
の
全
組
織
は
い
か
な
る
目
的
に
む
か
つ
て
遁
進
し
て
い
る
の
か
。
国
家
は
み
ず
か
ら
の
活
動

に
い
か
な
る
制
限
を
く
わ
え
る
べ
き
で
あ
る
か
」
ー
ー
か
ら
さ
ら
に
一
歩
ふ
み
こ
ん
で
論
点
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

フ
ン

ボ
ル
ト
の
国
家
論
に
お
け
る
こ
の
核
心
問
題
へ
の
早
急
な
回
答
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
が
同
時
に
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』

へ
の
応
答
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、

つ
づ
く
第
二
章
の
冒
頭
で
、

フ
ン
ボ
ル
ト
は
こ
う
書
く
の
で

あ
る
。



人
間
の
真
の
目
的
は
||

移
り
気
な
好
み
に
よ
る
の
で
は
な
く、

永
遠
に
不
変
の
理
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
そ
の
目
的

は
l
|
自
分
の
持
っ
て
い
る
力
を
も
っ
と
も
高
度
に
、
ま
た
均
斉
を
と
っ
て
形
成
し
、
ひ
と
つ
の
全
体
へ
と
い
た
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
形
成
の
た
め
に
は
、
自
由
が
第
一
の
、
そ
し
て
不
可
欠
の
条
件
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
の
持
つ
も
ろ
も
ろ

の
力
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
自
由
の
ほ
か
に
|

|
自
由
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
は
い
る
も
の
の
|
|

も
う
ひ
と
つ
別
の
も

の
が
必
要
と
な
る
。
状
況
の
多
様
性
で
あ
る
。
(傍
点
筆
者
)

「
永
遠
に
不
変
な
理
性
」
と
い
う
言
葉
を
介
し
て
「
自
分
の
持

っ
て
い
る
力
」
の
重
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

重
視
す
る
「
理
性
に
基
づ
く
生
」
「
そ
の
本
性
か
ら
固
有
で
あ
る
も
の
」
に
呼
応
し
つ
つ
、
こ
こ
で
つ
い
に
フ
ン
ボ
ル
ト
は
、
「
自
由
」

と
「
教
養
」
の
優
先
順
位
を
逆
転
さ
せ
る
。
こ
の
節
の
最
初
の
独
立
引
用
部
で
は
、
「
よ
り
高
度
な
自
由
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、

そ
れ
と
同
等
の
高
い
教
養
が
不
可
欠
」
だ
と
さ
れ
、
「
自
由
」
と
い
う
目
的
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
は
ず
の

「
教
養
」
(
目
E
Z回
関
)

が
、
こ
こ
で
は
逆
に
目
的
と
な
り
、
「
自
分
の
持
っ
て
い
る
力
を
も
っ
と
も
高
度
に
、
ま
た
均
斉
を
と

っ
て
形
成
」

(Eovrzz

E
仏
官
。
司
0
2
5日ユ同

n
y
a
m
w
E
g
m
g
E
Z
F
B∞
)
す
る
た
め
に
こ
そ
、
「
自
由
」
が
l
l
そ
し
て
ま
た
状
況
の
「
多
様
性
」
が

|
|
手
段
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て

『国
家
の
活
動
範
囲
を
限
定
す
る
試
み
の
た
め
の
理
念
』
は
、
国
家
論
か
ら
教
養
論
へ
と
転
回
す
る
。
「
プ
ラ
ト
ン
の

『国
家
』
は

(
:
:
:
)
国
家
論
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
教
育
論
で
あ
る
」
と
言

っ
た
ル
ソ
l
の
言
葉
を
あ
た
か
も
な
ぞ
る
か
の
よ
う

に
、
国
家
の
目
的
を
問
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
論
文
は
、
「
人
間
の
真
の
目
的
」
を
高
ら
か
に
告
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

フ
ン
ボ

ル
ト
の
教
養
マ
ニ
フ
よ
ス
ト
と
も
い
う
べ
き
も
の
へ
と
変
貌
す
る
の
で
あ
る
。
よ
り
お
だ
や
か
な
表
現
を
え
ら
べ
ば
、
国
家
の
目
的

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

五
七



フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

五
J¥ 

お
よ
び
そ
の
活
動
範
囲
の
限
界
を
問
う
フ

ン
ボ
ル
ト
の
ま
な
ざ
し
を
支
え
て
い
る
の
は
、
人
間
の
教
養

(
H
形
成
)
の
た
め
に
い
か

に
し
て
「
自
由
」
を
確
保
す
る
か
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
裏
書
き
す
る
言
葉
を
、

フ
ン
ボ
ル
ト
自
身
が
し
る
し
て
い

る
。
第
二
章
末
尾
で
、
「
各
人
が
自
分
自
身
の
内
部
か
ら
、
お
の
れ
の
固
有
性
に
基
づ
い
て
発
展
を

遂
げ
る
完
全
に
無
拘
束
の
自
由
を
享
受
す
る
」
こ
と
の
重
要
性
を
確
認
し
た
フ
ン
ボ
ル
ト
は
、
「
こ
の
原
理
は
あ
ら
ゆ
る
政
治
の
根
底

に
も
、
と
り
わ
け
こ
こ
で
論
じ
て
い
る
問
題
に
た
い
す
る
答
え
の
根
底
に
は
、

つ
ね
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」
と
述
べ
、

つ

づ
く
第
一
二
章
の
冒
頭
で
、
国
家
の
活
動
範
囲
の
限
界
に
つ
い
て
の
最
初
の
テ
l
ゼ
を
打
ち
だ
す
の
で
あ
る
。

係
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、

い
た
る
と
こ
ろ
で
市
民
の
私
的
問
題
に
介
入
し
よ
う
と
す
る
国
家
の
奮
闘
は
、
そ
の
問
題
が
市
民
間
の
権
利
の
侵
害
に
直
接
関

い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

市
民
の
私
的
問
題
へ
の
ー
ー
よ
り
包
括
的
に
は
「
国
民
の
身
体
的
・
道
徳
的
幸
福
全
般
」

へ
の
|
|
国
家
の
干
渉
は
原
則
と
し
て
控

え
る
べ
き
で
あ
り
、
国
家
は
そ
の
活
動
を
(
権
利
の
侵
害
を
は
じ
め
と
す
る
)
国
内
の
争
い
お
よ
び
国
外
の
敵
に
た
い
す
る
「
安
全
」

の
確
保
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
フ
ン
ボ
ル
ト
の
考
え
が
、
こ
こ
に
端
的
に
し
め
さ
れ
て
い
る
。

『国
家
の
活
動
範
囲
を
限
定
す

る
試
み
の
た
め
の
理
念
』
に
お
け
る
後
続
の
論
述
は
、
じ
つ
は
こ
の
第
一
テ
ー
ゼ
の
変
奏
で
あ
り
、
以
下
順
次
、
教
育
・
宗
教
・
道

徳
等
々
の
個
別
的
領
域
に
お
い
て
そ
の
固
有
の
問
題
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
く
も
の
の
、
こ
の
テ
ー
ゼ
が
ゆ
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。

結
論
は
き
ま
っ
て
、
個
人
の
自
由
を
保
障
し
、
人
間
の
自
己
形
成
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
国
家
は
国
民
の
精
神
領
域
に
介
入
し
て

は
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
国
家
が
介
入
す
る
と
こ
ろ
、
か
な
ら
ず
や
そ
こ
に
「
管
理
の
精
神
」
(
。
2
2



内
同
市
円

M
N
巾
包

0
2口町
)
が
支
配
し
、
そ
の
結
果
「
画
一
性
」
(
回
目
校
『
日
何
回
円
2
け)
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
人
間
の
「
教
養
」
、

す
な
わ
ち
自
己
の
固
有
性
に
基
づ
く
人
間
形
成
に
と
っ
て
致
命
的
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

「
管
理
の
精
神
」
が
、
と
り
わ
け
教
育
の
場
に
お
い
て
大
き
な
害
を
も
た
ら
す
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
ゆ
え
公
教

育
に
つ

い
て
論
じ
た
第
六
章
で
、

フ
ン
ボ
ル
ト
が
公
教
育
を
国
家
の
活
動
範
囲
外
に
位
置
づ
け
る
こ
と
自
体
に
は
な
ん
の
異
和
感
も

な
い
の
だ
が
、
た
だ
、
そ
の
理
由
の
説
明
に
は
い
さ
さ
か
注
意
を
ひ
く
点
が
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ン
ボ
ル
ト
は
「
あ
ら
ゆ
る
公
教
育
は
、

つ
ね
に
管
理
の
精
神
が
そ
の
場
を
支
配
し
て
い
る
の
で
、
人
間
に
あ
る
種
の
市
民
的
形
式
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
」
と
言
い
、
さ

ら
に
は
、
公
教
育
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
市
民
も
し
く
は
臣
民
」
(
切
骨
肉
叩
吋
O
仏

2
C己申ユ
V
E乙
で
あ
っ
て
「
人
間
」

で
は
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
フ
ン
ボ
ル
ト
は
、
「
市
民
」
と
「
人
間
」
を
二
項
対
立
的
に
と
ら
え
た
う
え

(冨
巾
ロ
田
n
y)

で
、
公
教
育
は
「
市
民
」
を
養
成
す
る
だ
け
で
「
人
間
」
を
形
成
し
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
な
く
て
も
い
い
と
言
っ
て
い

る
よ
う
な
の
だ
。

こ
こ
で
フ
ン
ボ
ル
ト
が
い
う
「
市
民
」

に
つ
い
て
、
中
直

一
は
、
こ
の
語
が
意
味
す
る
も
の
を
フ
ン
ボ
ル
ト
は
定
義
的
に
述
べ
て

い
な
い
と
断
っ
た
う
え
で
、
「
フ
ン
ボ
ル
ト
に
お
い
て
は
国
家
の
中
で
自
己
の
占
め
る
べ
き
位
置
を
自
覚
し
て
い
る
者
の
こ
と
が
「
市

民
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
な
に
や
ら
阿
部
謹
也
の
教
養
の
定
義
を
思
わ
せ
る
説
教
く
さ
い
物
言
い
で

あ
る
が
、
し
か
し
中
は
、
フ
ン
ボ
ル
ト
に
見
い
だ
し
た
そ
の
市
民
概
念
を
無
批
判
に
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
十
八

世
紀
末
、
す
な
わ
ち
フ
ン
ボ
ル
ト
の
同
時
代
に
共
有
さ
れ
た
市
民
概
念
で
あ
る
こ
と
を
、
モ
l
ゼ
ス
・
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

i
ン

七

二
九
l
一
七
八
六

の

『
啓
蒙
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
』
(
一
七
八
四
)

で
呈
示
さ
れ
る
「
人
間
と
し

て
の
人
間
」
と
「
市
民
と
し
て
の
人
間
」
の
対
比
を
引
き
あ
い
に
出
し
つ
つ
確
認
し
、

フ
ン
ボ
ル
ト
の
い
う
「
市
民
」
は
「
職
業
と

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
寝
念

五
九



フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

六
O

身
分
」
を
有
す
る
「
社
会
の
成
員
と
し
て
の
人
間
」
と
い
う
合
意
を
メ
ン
~
ア
ル
ス
ゾ
l
ン
か
ら
そ
っ
く
り
引
き
継
い
で
い
る
と
、
客

観
的
に
述
べ
る
だ
け
で
あ
る
。

貴
重
な
指
摘
で
は
あ
る
。
「
人
間
」
と
「
市
民
」
を
対
立
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
フ
ン
ボ
ル
ト
の
考
え
は
、

お
そ
ら
く
そ
う
し

た
同
時
代
の
思
考
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
ι

だ
が
、

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
は
こ
の
二
項
対
立
に
お
い
て
、
か
な
ら
ず

し
も
「
人
間
」
の
側
に
立
っ
て
「
市
民
」
を
弾
劾
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
人
間
の
啓
蒙
は
市
民
の
啓
蒙
と
相
い
れ
な
い
こ
と
が
あ

る
」
の
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
し
、
「
人
間
の
本
質
的
使
命
が
な
け
れ
ば
、
人
間
は
獣
へ
と
成
り
下
が
る
で
あ
ろ
う
」
と
言
、
っ
一
方
で
、

「
市
民
と
し
て
の
人
間
の
本
質
的
使
命
が
な
け
れ
ば
、
国
家
体
制
は
そ
の
存
続
を
や
め
る
だ
ろ
う
」
と
も
言
い
、
両
者
の
調
和
を
も
と

A

日
v

め
て
い
る
の
で
あ
る
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
の

『啓
蒙
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
』
が

『ベ

ル
リ
ン
月

報
』
に
掲
載
さ
れ
た
そ
の
八
年
後
、
お
な
じ

『
ベ
ル
リ
ン
月
報
」
に
「
公
的
国
家
教
育
に
つ
い
て

(
断
片
)
」
(
一
七
九
二
)
|
|

『
国
家
の
活
動
範
囲
を
限
定
す
る
試
み
の
た
め
の
理
念
』
第
六
章
の
ほ
ぼ
全
体
に
あ
た
る
1
l
ーを
発
表
し
た
フ
ン
ボ
ル
ト
に
は
、
そ
の

よ
う
な
宥
和
的
市
民
観
は
見
ら
れ
な
い
。
「
あ
ら
ゆ
る
公
教
育
は
、

つ
ね
に
管
理
の
精
神
が
そ
の
場
を
支
配
し
て
い
る
の
で
、
人
間
に

あ
る
種
の
市
民
的
形
式
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
」
と
言
っ
た
フ
ン
ボ
ル
ト
に
と
っ
て
、
「
市
民
」
と
は
、
「
人
間
」
の
自
己
形
成
を

ら
な
い
。

教
育
に
か
ん
し
て
も
、

し
た
が
っ
て
「
市
民
」
と
「
人
間
」
が
対
立
し
た
場
合
に
は
、
無
条
件
に
「
人
間
」
が
優
先
さ
れ
ね
ば
な

《回
-

「
人
間
に
付
与
さ
れ
る
あ
る
種
の
市
民
的
形
式
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
人
聞
を
形
成
す
る
」
(
傍

阻
害
す
る
存
在
で
あ
り
、

点
筆
者
)
こ
と
が
、
だ
か
ら
な
に
よ
り
も
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
市
民
」
と
「
人
間
」
の
二
項
対
立
を
尖
鋭
化
し
、
徹
底
し
て
「
人
間
」
の
側
に
つ
く
フ
ン
ボ
ル
ト
の
市
民
概
念
を
、

中
の
よ
う
に
「
国
家
の
中
で
自
己
の
占
め
る
べ
き
位
置
を
自
覚
し
て
い
る
者
」
と
い
う
中
立
的
(
な
い
し
肯
定
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
い



く
ぶ
ん
含
む
)
言
葉
で
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
よ
り
否
定
的
な
合
意
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
『
国
家
の
活
動

範
囲
を
限
定
す
る
試
み
の
た
め
の
理
念
』
で
は
定
義
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
そ
の
合
意
を
、

わ
た
し
た
ち
は
|
|
時
代
背
景
か

ら
で
は
な
く
|
|
フ
ン
ボ
ル
ト
の
理
念
か
ら
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

前
節
で
見
た
フ
ン
ボ
ル
ト
の
大
学
理
念
を
思
い
だ
し
て
み
よ
う
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る

〈学
問
に
よ
る
人
間
形
成
〉
に
つ

い
て
検
討
し
た
さ
い
、
実
用
主
義
的
な
職
業
教
育
を
斥
け
る
フ
ン
ボ
ル
ト
の
姿
勢
が
明
確
に
し
め
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て

『
リ
ト
ア
ニ
ア
学
校
計
画
』

の
一
節
を
引
用
し
た
が
、
そ
こ
で
フ
ン
ボ
ル
ト
は
、
普
遍
教
育
と
専
門
教
育
を
対
比
さ
せ
て
次
の
よ
う
に

言
っ
て
い
た
。

身
分
制
で
は
な
い
全
国
民
の
た
め
の
学
校
、
も
し
く
は
全
国
民
の
た
め
に
国
家
が
設
置
す
る
学
校
は
す
べ
て
、
普
遍
的
人
間
形

成
を
そ
の
唯
一
の
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

|

|
生
活
上
の
必
要
、
も
し
く
は
個
々
の
職
業
上
の
必
要
が
要
求
す
る
も

い
っ
た
ん
括
弧
に
入
れ
て
、
普
遍
教
育
が
終
了
し
た
あ
と
で
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ふ
た
つ
が
混
じ
り
合

う
と
教
育
は
不
純
な
も
の
と
な
り
、
完
全
な
人
間
も
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
に
お
け
る
完
全
な
市
民
も
得
ら
れ

の
は
、

な
く
な
る
。

と
い
う
の
も
、
こ
の
ふ
た
つ
の
教
育
|
|

普
遍
教
育
と
専
門
教
育

l
l
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
原
理
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
普
遍
教
育
を
受
け
る
こ
と
で
、
も
ろ
も
ろ
の
力
、
す
な
わ
ち
人
間
自
身
が
強
め
ら
れ
、
純
化
さ
れ
、
律
せ
ら

れ
る
の
に
た
い
し
、
専
門
教
育
に
よ
っ
て
人
聞
は
、
た
だ
実
用
の
た
め
の
技
能
を
習
得
さ
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
(
:
:
:
)
専

門
教
育
に
お
い
て
は
、
根
拠
が
不
明
の
ま
ま
結
果
だ
け
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
が
頻
繁
に
起
こ
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

_L  
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フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
浬
念

ームーノ、

ま
ず
は
技
能
を
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
(
傍
点
筆
者
)

じ
っ
く
り
理
解
す
る
た
め
の
時
間
も
し
く
は
能
力
が
欠
如

こ
こ
で
呈
示
さ
れ
る
「
普
遍
教
育
」
か
「
専
門
教
育
」
か
と
い
う
こ
項
対
立
の
延
長
線
上
に
、
大

学

か
専
門
単
科
大
学
か
と
い
う

二
項
対
立
が
あ
る
こ
と
は
、
前
節
で
す
で
に
述
べ
た
。
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、

さ
ら
に
そ
の
先
に
「
人
間
」
か

「
市
民
」
か
と
い
う
対
立
の
構
図
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
普
遍
教
育
に
よ
っ
て
各
自
が
持
つ
内
的
な
力
を
純
化
し
、
自
由

な
「
人
間
」
を
つ
く
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
専
門
教
育
に
よ
っ
て
実
用
的
な
技
能
を
習
得
さ
せ
、
有
用
な
「
市
民
」
を
つ
く
る
の
か
。

フ
ン
ボ
ル
ト
の
答
え
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
明
ら
か
な
答
え
を
た
だ
確
認
す
る
だ
け
で
な
く
、
専
門
教
育
に
よ
っ
て
養
成
さ
れ

る
有
用
な
「
市
民
」
が
そ
こ
で
あ
か
ら
さ
ま
に
侮
蔑
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
有
用
な
「
市
民
」
と
な
る
べ
く

「
生
活
上
の
必
要
、
も
し
く
は
個
々
の
職
業
上
の
必
要
が
要
求
す
る

)
実
用
の
た
め
の
技
能
を
習
得
さ
せ
ら
れ
る
」
人
聞
は
、

「
じ
っ
く
り
理
解
す
る
た
め
の
時
間
も
し
く
は
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
」
た
め
に
、
「
根
拠
が
不
明
の
ま
ま
結
果
だ
け
を
身
に
つ
け
る
」

|
|

こ
の
き
わ
め
て
否
定
的
に
描
か
れ
る
人
聞
が
、

フ
ン
ボ
ル
ト
の
見
る
「
市
民
」
の
姿
で
あ
る
。

右
に
見
た
の
は
、

フ
ン
ボ
ル
ト
の
市
民
概
念
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
市
民
像
と
呼
ん
だ
ほ
う
が
い
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
否

定
的
イ
メ
ー
ジ
は
強
烈
で
あ
る
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

1
ン
に
お
い
て
「
職
業
と
身
分
」
を
有
す
る
「
社
会
の
成
員
と
し
て
の
」
人
間
で

あ
っ
た
「
市
民
」
が
、

フ
ン
ボ
ル
ト
に
お
い
て
は
な
ぜ
か
く
も
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
に
対
す
る
答
え

は、

『国
家
の
活
動
範
囲
を
限
定
す
る
試
み
の
た
め
の
理
念
』

で
は
、
「
人
間
の
真
の
目
的
は

(:
:
:
)
自
分
の
持
っ
て
い
る
力
を
も

っ
と
も
高
度
に
、
ま
た
均
斉
を
と
っ
て
形
成
し
、

ひ
と
つ
の
全
体
へ
と
い
た
る
こ
と
」
だ
か
ら
、

で
あ
る
。
十
七
年
後
、
プ
ロ
イ
セ



ン
公
教
育
局
長
と
し
て
あ
ら
た
な
大
学
理
念
を
模
索
し
て
い
た
と
き
に
は
、
〈
学
問
に
よ
る
人
間
形
成
〉

の
た
め
、

で
あ
っ
た
。

ず

れ
の
場
合
も
、

フ
ン
ボ
ル
ト
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、

い
か
に
し
て
自
己
の
固
有
性
に
基
づ
く
人
間
形
成
を
保
障
す
る
か
、
そ
の
た

め
に
必
要
な
自
由
を
い
か
に
し
て
確
保
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
、
は
る
か
遠
方
に
想
定
さ
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
的

「
人
間
」
像
を
基
準
に
す
る
と
き
、
国
家
や
社
会
の
役
に
立
つ
有
用
な
「
市
民
」
が
、
た
だ
現
在
の
現
実
に
適
応
し
て
生
き
る
だ
け
の

と
る
に
た
ら
な
い
存
在
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
に
、
自
由
な
「
人
間
」
に
至
高
の
価
値
を
お
く
考
え
を
フ
ン
ボ
ル
ト
が
い
つ
か
ん
し
て
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と

き
、
彼
が
か
か
げ
た
〈
孤
独
と
自
由
〉
と
い
う
大
学
理
念
の
「
自
由
」
の
意
味
も
、

お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う

F

前
節
の
末

尾
で
、
わ
た
し
は
そ
れ
が
「
学
習
の
自
由
」
に
限
定
さ
れ
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
を
提
出
し
た
が
、

『国
家
の
活
動
範
囲
を
限

定
す
る
試
み
の
た
め
の
理
念
』
に
お
け
る
自
由
概
念
の
重
さ
を
知
っ
た
い
ま
、
そ
れ
に
は
は
っ
き
り
否
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

へ
と
い
た
る
自
己
形
成
に
お
き
、
も
し
そ
れ
が
で
き
な
い
の
な
ら
、
教
育
に
「
国
家
は
必
要
な
い
」
と
言

教
育
の
目
的
を
「
人
間
」

い
放
っ
た
フ
ン
ボ
ル
ト
に
と
っ
て
、
大
学
に
お
け
る
「
自
由
」
と
は
、
国
家
か
ら
の
干
渉
の
拒
否
を
ふ
く
む
、
〈
学
問
に
よ
る
人
間
形

成
〉
を
阻
害
す
る
す
べ
て
の
要
因
か
ら
の
自
由
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
「
自
分
の
持
っ
て
い
る
力
を
も
っ
と
も
高
度
に
、
ま
た
均

斉
を
と
っ
て
形
成
し
、

ひ
と
つ
の
全
体
へ
と
い
た
る
こ
と
」
を
も
っ
て
「
人
間
の
真
の
目
的
」
と
し
た
若
き
フ

ン
ボ
ル
ト
の
理
想
主

義
は
、
政
府
高
官
と
な
っ
た
成
人
フ
ン
ボ
ル
ト
の
な
か
に
、
な
お
も
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
夢
想
的
な
考
え
で
は
な
い
か
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、

フ
ン
ボ
ル
ト
は
常
人
の

基
準
を
は
る
か
に
越
え
た
筋
金
入
り
の
理
想
主
義
者
で
あ
り
、

「札
つ
き
の
自
由
主
義
者
」
で
あ
っ
た
が
、
ど
う
や
ら
そ
こ
に
は
も
う

ひ
と
り
の
現
実
主
義
的
政
治
家
が
潜
ん
で
い
て
、
こ
の
理
想
主
義
的
自
由
主
義
者
と
現
実
主
義
的
政
治
家
は
、

フ
ン
ボ
ル
ト
と
い
、
っ

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

--'-
ノ、



フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

六
四

人
間
の
な
か
で
矛
盾
な
く
共
存
し
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。

一
人

O
九
年
十
二
月
一
日
の
国
王
あ
て
の
報
告
書
で
、
プ
ロ
イ
セ
ン
公
教

育
局
が
押
し
す
す
め
て
い
る
教
育
改
革
が
、
バ
イ
エ
ル
ン
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
採
用
し
て
い
る
身
分
別
教
育
と
決
定
的
に
異
な
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
、

フ
ン
ボ
ル
ト
は
次
の
よ
、つ
に
言
う
。

普
遍
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
あ
る
種
の
知
識
と
い
う
も
の
が
、
絶
対
に
あ
る
の
で
す
。
さ
ら
に
は
、
だ
れ
に
と
っ
て
も
不
可

欠
な
、
心
性
や
人
格
に
ま
つ
わ
る
あ
る
種
の
教
養
と
い
う
も
の
が
。
だ
れ
で
あ
れ
、
個
人
と
し
て
、
職
業
と
は
関
係
な
く
、

ひ

と
り
の
善
良
で
し
っ
か
り
と
し
た
、
そ
し
て
身
分
に
応
じ
て
啓
蒙
さ
れ
た
人
聞
か
つ
市
民
で
あ
る
と
き
に
の
み
、

戸田
v

き
職
人
、
良
き
商
人
、
良
き
兵
士
、
良
き
官
僚
に
な
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

ひ
と
り
の
良

お
そ
ら
く
は
政
治
家
フ
ン
ボ
ル
ト
の
戦
略
も
加
味
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、
こ
こ
で
フ
ン
ボ
ル
ト
は
、
も
し
国
家
が
良
き
「
市
民
」

(な
い
し
良
き
臣
民
)
を
欲
し
て
い
る
な
ら
、
従
来
の
身
分
別
職
業
教
育
を
や
め
て
普
遍
教
育
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
普

遍
教
育
を
通
し
て
||

「
職
業
と
は
関
係
な
く
」

l
l教
養
あ
る
「
人
間
」
を
つ
く
る
こ
と
こ
そ
が
、
良
き
職
業
人
と
し
て
の
「
市

民
」
を
養
成
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
だ
、
と
説
く
。
な
ぜ
な
ら
、
個
別
の
職
業
に
特
化
し
た
教
育
は
「
一
面
的
な
」
人
聞
を
つ
く

り
、
あ
げ
く
の
果
て
に
そ
の
職
業
内
部
で
仕
事
を
拡
張
し
た
り
改
善
し
た
り
す
る
た
め
に
必
要
な
「
器
用
さ
や
自
由
」
す
ら
身
に
つ

-制》

け
ら
れ
な
い
羽
田
に
陥
る
の
に
た
い
し
、
「
す
べ
て
の
身
分
に
等
し
く
必
要
な
、
人
間
の
も
ろ
も
ろ
の
力
の
発
展
」
を
う
な
が
す
普
遍

教
育
は
、
そ
の
成
果
と
し
て
、
個
々
の
職
業
で
必
要
と
な
る
「
技
能
と
知
識
」
に
容
易
に
接
続
可
能
に
な
る
能
力
を
も
た
ら
し
て
く

A

伍》

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
フ
ン
ボ
ル
ト
の
考
え
に
は
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
問
題
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



第
一
に
、
こ
れ
ま
で
フ
ン
ボ
ル
ト
の
市
民
観
を
、
「
人
間
」
対
「
市
民
」
の
つ
よ
い
二
項
対
立
の
図
式
の
な
か
で
と
ら
え
て
き
た
が
、

こ
こ
で
の
フ
ン
ボ
ル
ト
は
「
人
間
」
に
な
る
と
い
う
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
良
き
「
市
民
」
に
も
な
り
う
る
と
考
え
て
い

る
。
先
の
二
項
対
立
を
破
棄
し
て
「
市
民
」
が
「
人
間
」
に
優
越
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
「
人
間
」
に
な
る
こ
と
を
通
し
て
社
会
の
成

員
と
し
て
の
「
市
民
」
に
な
る
可
能
性
を
、

フ
ン
ボ
ル
ト
は
否
定
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
こ
の
可
能
性
を
〈
人
間
と
な
る
こ
と
を
通

じ
て
職
業
人
と
な
る
〉
と
言
い
換
え
れ
ば
、
約
百
年
後
の
ド
イ
ツ
で
こ
の
命
題
を
逆
転
さ
せ
た
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ム

l
パ

1

四
ー
一
九
二

O
)
の

(
一
八
六

〈
職
業
人
と
な
る
こ
と
を
通
じ
て
人
間
と
な
る
〉
と
い
う
考
え
と
の
対
照
性
が
た
だ
ち
に
浮
上
し
て
く
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
コ

第
二
に
、
「
人
間
」
を
な
に
よ
り
も
優
先
さ
せ
る
フ
ン
、
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念
に
は
、
身
分
制
社
会
を
打
破
す
る
力
が
は
ら
ま
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
川
瀬
邦
臣
が
、

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
育
改
革
を

〈プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
〉
に
お
け
る
近

代
化
政
策
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
論
考
の
な
か
で
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
市
民
を
独
立
し
た

即
ち
身
分
制
的
諸
制
約
か
ら
解

放
さ
れ
た
)
自
由
な
活
動
|
|
無
論
、
生
産
活
動
・
営
業
活
動
も
含
め
て
|
|
主
体
と
し
て
自
立
さ
せ
る
教
育
的
機
能
は
、
彼
等
の

来
る
べ
き
職
業
に
直
接
に
有
用
な
(
ゲ

E
E
V
E『
)
諸
知
識
・
諸
技
能
の
習
得
を
め
ざ
す
職
業
教
育
機
関
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
彼
等

の
来
る
べ
き
職
業
の
す
べ
て
に
普
く
必
要
な
形
式
的
・
一
般
的
諸
能
力
の
展
開
を
促
進
さ
せ
る
一
般
的
教
育
を
施
す
機
関

(
H

印

-
K
O
B
Sロ∞∞
nyc-o)
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(
:
:
:
)

フ
ン
ボ
ル
ト
は
、

一
般
的
人
間
陶
冶
こ
そ
が
世
襲
的
な
特
殊

的
職
業
を
要
す
る
身
分
的
諸
制
度
の
枠
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
自
由
な
活
動
主
体
と
し
て
の
諸
個
人
の
自
立
化
を
最
も
着
実
に

E
つ

最
も
有
益
に
促
進
さ
せ
る
、
と
考
え
て
い
た
」
。
こ
れ
ま
で
わ
た
し
が
「
普
遍
教
育
」
と
呼
ん
で
き
た

〈
ω--mO52ロ
冊
目
E
ロロ
m一〉
が

《時
v

「
一
般
的
教
育
」
に
、
「
人
間
形
成
」
と
訳
し
て
き
た
〈
冨
S
2
v
g
E
E
Zロ
m〉
が
「
人
間
陶
冶
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
以
外
、
と
く
に

フ
ン
持
ホ
ル
ト
の
教
養
理
念

六
五



フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

中ハムハ

付
け
加
え
る
こ
と
の
な
い
簡
潔
な
記
述
で
あ
る
。
本
稿
の
文
脈
で
言
い
添
え
て
お
け
ば
、

フ
ン
ボ
ル
ト
ら
新
人
文
主
義
者
の
論
敵
と

し
て
、
十
八
世
紀
後
半
に
有
用
性
重
視
の
職
業
教
育
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
汎
愛
派
の
人
び
と
の
教
育
改
革
運
動
は
、
近
年
の
研
究

岸田》

で
は
、
そ
の
「
社
会
順
応
主
義
的
な
姿
勢
」
の
ゆ
え
に
「
身
分
社
会
を
擁
護
す
る
」
役
割
を
は
た
し
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
身
分
制
社
会
が
お
お
き
く
ゆ
ら
ぐ
時
代
の
変
動
期
に
あ
っ
て
、
歴
史
の
流
れ
を
前
方
に
む
け
て
つ
よ
く
押
し
だ
し

た
の
は
、
時
代
に
即
し
て
行
動
し
よ
う
と
し
た
現
実
主
義
者
た
ち
の
運
動
で
は
な
く
、
逆
に
時
代
を
超
越
し
て
思
考
し
た
理
想
主
義

者
た
ち
の
信
念
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
記
憶
に
と
ど
め
て
お
い
て
い
い
だ
ろ
う
。
教
養
と
い
う
と
、

一
般
に
は
温
故
知
新
の
温

放
に
あ
た
る
、
う
し
ろ
む
き
の
保
守
的
精
神
の
作
動
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念
は
、
夢

想
的
と
も
見
え
る
そ
の
理
想
主
義
の
ゆ
え
に
、
身
分
制
社
会
を
打
破
す
る
力
た
り
え
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
し
か
し
な
が
ら
フ
ン
ボ
ル
ト
自
身
は
、
自
分
の
考
え
が
夢
想
的
で
あ
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
節
が
あ
る
。
右
に
引

用
し
た
「
良
き
職
人
」
云
今
と
い
う
見
解
に
し
て
も
、
こ
れ
を
文
字
ど
お
り
に
と
れ
ば
、

フ
ン
ボ
ル
ト
は
、
人
間
形
成
を
最
重
要
視

す
る
教
育
の
ほ
う
が
、
職
業
に
直
結
し
た
役
に
立
つ
教
育
を
近
視
眼
的
に
追
い
も
と
め
る
よ
り
も
、
長
い
目
で
見
れ
ば
は
る
か
に
役

に
立
つ
と
考
え
て
い
た
、
と
い
う
ふ
う
に
読
め
る
の
で
あ
る
が
、

ド
ν

つ
気
、
ぃ
、

フ
ン
ボ
ル
ト
の
考
え
る
「
普
遍
教
育
」
は
夢
想
的
ど

こ
ろ
か
「
近
代
社
会
に
は
最
適
な
教
育
で
あ
る
」
と
言
う
研
究
者
も
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
ひ
と
り
で
あ
る

P
・
U
・
ホ

l

エ
ン
ダ

1
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
ほ
う
が
多
様
な
職
業
に
就
け
る
人
聞
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
フ
ン
ボ
ル
ト

自
身
が
国
王
に
た
い
し
て
、
普
遍
教
育
を
採
用
す
れ
ば
「
労
働
力
の
流
動
性
が
高
ま
っ
て
労
働
市
場
の
逼
迫
を
回
避
で
き
る
た
め
、

国
家
に
と
っ
て
好
都
合
で
あ
る
」
と
、
注
意
を
う
な
が
す
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
事
実
な
ら
、
フ
ン
ボ
ル
ト
の
政
治
家
と

し
て
の
現
実
感
覚
も
な
か
な
か
の
も
の
で
あ
る
が
、
か
り
に
そ
こ
ま
で
い
か
な
く
て
も
、
社
会
の
変
動
期
に
お
い
て
は
、
通
常
で
あ



れ
ば
夢
想
的
に
恩
わ
れ
る
思
考
の
ほ
う
が
現
実
的
な
効
果
を
持
ち
う
る
と
い
う
事
態
は
起
こ
り
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
そ

の
意
味
で
、

c
・
メ
ン

ツ
エ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
人
文
主
義
的
教
養
思
想
と
は
、
こ
れ
ま
で
有
効
だ
っ
た
伝
統
が
失
効
し
、
個
々

人
の
非
力
さ
が
明
白
と
な
る
時
代
に
出
現
し
た
大
き
な
変
動
に
た
い
す
る
反
応
な
の
だ
」
。
押
し
寄
せ
て
く
る
問
題
に
流
さ
れ
な
い
た

め
に
は
、
「
時
代
の
支
配
的
潮
流
を
前
に
し
て
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
対
応
を
取
り
う
る
の
か
に
つ
い
て
確
か
な
指
針
を
あ
た
え
て
く

れ
る
理
論
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
の
理
論
が
、
人
間
形
成
の
理
論
で
あ
る
」
。
そ
し
て
こ
の
時
代
に
、
「
自
分
自
身
の
存
在
を
自
覚
し
え

た
人
聞
が
、
有
用
な
市
民
に
取
っ
て
代
わ
る
の
で
あ
る
」
(
傍
点
筆
者
)
。
メ

ン
ツ
エ
の
言
う
よ
う
に
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀

初
頭
に
か
け
て
、
そ
れ
ま
で
有
効
だ
っ
た
伝
統
が
失
効
す
る
と
と
も
に
「
有
用
な
市
民
」
は
存
在
の
場
を
喪
失
し
、
そ
れ
に
代
わ

っ

て
、
自
己
の
固
有
性
に
立
脚
し
た
自
由
な
「
人
間
」
が
、
そ
の
自
己
形
成
の
能
力
を
発
揮
し
て
混
沌
と
し
た
時
代
に
ひ
と
す
じ
の
道

を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
。
フ
ン
ボ
ル
ト
の
時
代
と
は
そ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
り
、
か
く
し
て
時
代
は
フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念
を
受

け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

自
由
な
「
人
間
」
か
、
有
用
な
「
市
民
」
か
、
と
い
う
問
題
に
決
着
を
つ
け
た
あ
と
、
『
国
家
の
活
動
範
囲
を
限
定
す
る
試
み
の
た

め
の
理
念
』
第
六
章
に
は
、
自
由
の
讃
歌
と
も
呼
び
う
る
一
節
が
ふ
い
に
出
現
す
る
。

自
由
な
人
聞
の
も
と
で
な
ら
、
す
べ
て
の
仕
事
は
ず
っ
と
は
か
ど
る
。
す
べ
て
の
芸
術
は
よ
り
美
し
く
咲
き
ほ
こ
り
、
す
べ
て

の
学
聞
が
発
展
す
る
。
自
由
な
人
聞
の
も
と
で
な
ら
、
家
族
の
粋
も
も
っ
と
強
ま
り
、
両
親
は
も
っ
と
手
厚
く
子
ど
も
ら
の
世

話
を
す
る
。
そ
し
て
も
っ
と
豊
か
に
な
っ
た
な
ら
、
さ
ら
に
そ
こ
で
子
ど
も
ら
の
願
い
を
聞
い
て
や
る
こ
と
も
で
き
る
。

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

六
七



フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

」、
ー、
-''
B''
 

奇
妙
な
一
節
で
あ
る
。
公
教
育
を
め
ぐ
っ
て
、
「
人
間
」
を
形
成
す
る
の
か
、
「
市
民
」
を
養
成
す
る
の
か
と
い
う
議
論
を
し
た
あ
と

で
、
あ
た
か
も
「
自
由
な
人
間
」
の
勝
利
を
た
た
え
る
よ
う
に
、
こ
う
言
一
わ
れ
る
の
だ
か
ら
。
フ
ン
ボ
ル
ト
の
意
図
は
は
か
り
か
ね

る
が
、
し
か
し
こ
の
一
節
を
読
む
こ
と
で
、
わ
た
し
た
ち
は
本
稿
の
は
じ
め
に
語
っ
た

『晩
夏
』

の
世
界
に
ひ
き
も
ど
さ
れ
は
し
な

い
だ
ろ
う
か
。
裕
福
な
商
人
の
息
子
に
生
ま
れ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
両
親
の
手
厚
い
保
護
の
も
と
、
「
専
門
の
な
い
学
者
」
と
し
て
人

生
を
歩
み
だ
し
、
そ
の
後
出
会
っ
た
老
リ
l
ザ
ツ
ハ
男
爵
に
よ
っ
て
芸
術
の
世
界
に
導
か
れ
る
。
リ
l
ザ
ツ
ハ
の
「
蕃
薮
の
館
」
で

彼
の
体
現
す
る
理
想
的
教
養
世
界
の
奥
深
く
入
り
込
ん
だ
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
そ
こ
で
「
蕃
被
の
館
」
の
美
の
結
晶
と
も
い
う
べ
き
ナ

タ

l
リ
エ
と
結
ば
れ
、
そ
の
結
婚
を
介
し
て
ド
レ
1
ン
ド
ル
フ
家
と
リ
1
ザ
ツ
ハ
の
家
族
は
、
ひ
と
つ
の
教
養
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
も
呼

び
う
る
理
想
的
共
同
体
を
形
づ
く
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
そ
の

『晩
夏
』
の
世
界
と
響
き
あ
う
一
節
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
め
る

の
で
あ
る
が
、
わ
た
し
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
、
両
者
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
け
る
緋
は
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
ま
で
フ
ン
、ボ
ル
ト
の

教
養
理
念
を
た
ど
っ
て
き
た
わ
た
し
に
は
、
そ
の
教
養
理
念
が

「晩
夏
』
に
お
け
る
教
養
理
念
と
無
縁
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
て
く

る
。
と
り
わ
け
、
本
稿
第
一
節
で
紹
介
し
た
「
専
門
の
な
い
学
者
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
は
、

フ
ン
ボ
ル
ト
的
教
養
理
念
が
強
い
影
を

落
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
「
専
門
の
な
い
学
者
」
に
な
ろ
う
と
し
た
の
は
、
学
問
へ
の
衝
動
に
駆
り
た
て
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
学
問

に
励
む
こ
と
で
な
に
か
具
体
的
な
「
利
益
」
を
手
に
入
れ
よ
う
と
思
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
「
あ
る
心
の
衝
動
」
に
駆
ら
れ
て

や
む
に
や
ま
れ
ず
、
目
標
も
さ
だ
め
ず
に
学
問
の
世
界
に
入
っ
た
の
だ
っ
た
。

フ
ン
ボ
ル
ト
に
と
っ
て
も
、
学
問
と
は
「
内
面
に
発

し
て
、
内
面
に
植
え
つ
け
ら
れ
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
な
に
よ
り
も
重
視
し
た
の
は
「
純
粋
な
学
問
」
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
人
聞
が
「
自
分
の
力
で
自
分
の
な
か
に
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
」
で
あ
っ
た
。



フ
ン
ボ
ル
ト
は
ま
た
、
大
学
に
お
い
て
〈
孤
独
と
自
由
〉
を
も
と
め
た
。
そ
し
て
「
孤
独
」
と
は
、
け
っ
し
て
孤
立
し
た
独
学
を

意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
実
利
的
市
民
社
会
に
背
を
む
け
て
、
「
志
を
お
な
じ
く
す
る
同
年
輩
の
人
間
同
士
の
緊
密
な
共
同
体
の
な
か

で
、
そ
れ
も
お
な
じ
場
所
に
、
学
問
の
向
上
と
普
及
に
一
身
を
捧
げ
て
い
る
す
で
に
完
成
の
域
に
達
し
た
教
養
人
が
何
人
も
い
る
の

だ
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
、
何
年
か
の
あ
い
だ
自
分
自
身
と
学
問
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
」
(
傍
点
筆
者
)

で
あ
っ
た
。

ハ
イ
ン

リ
ヒ
が
実
践
し
た
の
も
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
じ
こ
と
だ
っ
た
。
「
同
年
輩
の
人
間
同
士
」
の
結
び
つ
き
こ
そ
な
か
っ
た
も
の
の
、
「
蕎
磁
の

館
」
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
共
同
体
」
で
あ
り
、

リ
l
ザ
ツ
ハ
は
理
想
的
な

「す
で
に
完
成
の
域
に
達
し
た
教
養
人
」
で
あ
っ
た
。

フ
ン
ボ
ル
ト
が
も
と
め
た
も
う
ひ
と
つ
の
理
念
で
あ
る
〈
学
問
に
よ
る
人
間
形
成
〉
も
ま
た
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
実
践
し
た
こ
と
だ
っ

た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
主
要
な
研
究
対
象
で
あ
る
地
質
学
は
、
実
利
と
は
無
縁
の
「
純
粋
な
学
問
」
で
あ
り
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
そ
れ
を

「
学
問
を
学
問
と
し
て
追
求
」
す
る
こ
と
で
、
自
己
形
成
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
「
専
門
の
な
い
学
者
」
に
な
り
た
い
と
言
っ
た
と
き
、
周
囲
の
市
民
は
こ
ぞ
っ
て
反
対
し
、
「
市
民
社
会
の
役
に
立

つ
よ
う
な
職
業
」
に
つ
か
せ
る
べ
き
だ
と
、

父
ド
レ

1
ン
ド
ル
フ
に
迫
っ
た
が
、
こ
れ
こ
そ
フ
ン
ボ
ル
ト
が
若
き
日
か
ら
い
つ
か
ん

し
て
対
決
し
て
き
た
有
用
性
の
論
理
だ
っ
た
。
こ
の
論
理
に
反
撃
し
て
、

父
ド
レ

l
ン
ド
ル
フ
は
「
人
間
は
ま
ず
第
一
に
人
聞
社
会

の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
た
め
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
各
人
が
自
分
自
身
の
た
め
に
最
良
の
あ
り
方
で
存

在
す
る
と
き
、
各
人
は
人
間
社
会
の
た
め
に
も
最
良
の
あ
り
方
で
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
」
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
が
フ
ン
ボ
ル

ト
の
言
葉
だ

っ
た
と
し
て
も
、
ま
っ
た
く
異
和
感
は
な
い
だ
ろ
う
。

「
人
間
の
真
の
目
的
は

(
・
:
)
自
分
の
持
っ
て
い
る
力
を
も
っ

と
も
高
度
に
、
ま
た
均
斉
を
と
っ
て
形
成
し
、

ひ
と
つ
の
全
体
へ
と
い
た
る
こ
と
で
あ
る
」
と
言
っ
た
の
は
フ
ン
ボ
ル
ト
で
あ
り
、

ま
た
、
〈
人
間
と
な
る
こ
と
を
通
じ
て
職
業
人
と
な
る
〉
こ
と
を
説
い
た
の
も
フ
ン
ボ
ル
ト
で
あ
る
。

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

六
九
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そ
し
て
最
後
に
、

父
ド
レ

l
ン
ド
ル
フ
が
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
擁
護
し
て
呈
示
し
た
、
「
内
的
な
衝
動
」
を
行
動
原
理
と
す
る
「
高
貴
な

人
間
」
と
、
「
役
に
立
つ
こ
と
」
を
行
動
原
理
と
す
る
利
己
的
な
人
間
の
ご
項
対
立
は
、
ま
さ
に
そ
の
ま
ま
、

フ
ン
ボ
ル
ト
の
「
自
由

な
人
間
」
と
「
有
用
な
市
民
」

の
二
項
対
立
に
つ
な
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
父
ド
レ

l
ン
ド
ル
フ
は
、
「
高
貴
な
人
間
」
は
自
分
の
む

か
う
対
象
「
そ
れ
自
身
の
魅
力
と
美
」
を
も
と
め
て
努
力
す
る
の
だ
と
言
っ
た
が
、

フ
ン
ボ
ル
ト
が
「
自
由
な
人
間
」
を
育
て
る
た

め
に
学
校
教
育
に
も
と
め
た
の
も
、
「
理
解
し
、
知
識
を
得
、
精
神
的
創
造
を
お
こ
な
う
こ
と
が
、
外
的
な
事
情
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

そ
れ
自
身
の
う
ち
に
あ
る
精
密
さ
、
調
和
、

美
に
よ
っ
て
魅
力
あ
る
も
の
と
な
る
」
よ
う
に
、
す
べ
て
の
知
識
を
生
徒
の
心
に
植
え

つ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念
は
、
約
半
世
紀
の
時
を
隔
て
て
シ
ユ
テ
ィ
フ
タ
l
に
受
け
継
が
れ
、
彼
の

『晩
夏
』
に
生
命
を
吹
き
込
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
ぞ
れ
は
直
接
的
な
影
響
関
係
と
は
異
な
る
精
神
史
上
の
連
関
で
あ
り
、

わ
た
し
た
ち
は
そ
こ
に
、
実
証
性
と
は
異
な
る
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
精
神
の
継
承
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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，
 

8
.262. 

(
司
)

Battisti
，
 a.a
.O

.，
 8.52

.
 

(
宕
)

a.a
.O

.，
 8.35. 

(
事
)

ト
.
，
集
会
ム
為
坦
蛍
G
'
艇
瞬
、
~
苦
情
効
く
_
j
{
!
~
部
恒

!l
や
三
ド
~
'
栂
k
~
~
~
{
!
杓
￡
ν
ユ
ト
Q
i
己'

手
~
~
~
型
~
f
キ

llf~ノ
嶋
崎
。

Battisti
，
 a.a
.O

.，
 8.50f. 

~
~
~
堕
~G'

'
J
~

o 

(
埠
)

H
u
m
b
o
l
d
t，

 
W
i
l
h
e
l
m
 von: Ideen z

u
 e
i
n
e
m
 V
e
r
s
u
c
h，

 
die G

r
a
n
z
e
n
 der W

i
r
k
s
a
m
k
e
i
t
 d
e
s
 8taats z

u
 b
e
s
t
i
m
m
e
n
.
 In: 

W
i
l
h
e
l
m
 v
o
n
 H
u
m
b
o
l
d
t
s
 G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 8chriften

.
 Hr
s
g
.
 vo
n
 d
e
r
 K
o
n
i
g
l
i
c
h
 P
r
e
u
s
s
i
s
c
h
e
n
 A
k
a
d
e
m
i
e
 d
e
r
 

Wissenschaften
.
 

B
a
n
d
 I. 

H
r
s
g
.
 

v
o
n
 Albert L

e
i
t
z
m
a
n
n
.
 Berlin 1903，

8.99. 

(
事
)

a.a
.O.

，
 8.100

.
 

(
ミ
)

a
.a
.O.

，
 8.101 

(~) 
a
.a
.
O
 

(
号
)

a.a.O.
，
 8.102

.
 

(
巴
)

a.a.O
.，

 8.103. 

(
日
)

a.a.O.
，
 8.104. 



(
岱
)

a
.a
.O.

，
8.105. 

(
巴
)

a.a
.O.

，8.106
.
 

(
苫
)

a.a
.O

.，
8
.11

1. 

(
巴
)

a.a.O
.，8.113. 

(
沼
)

a.a
.O.

，8
.144. 
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ミ
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ご
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l
也
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霊
五
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一
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ν
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回
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ヤ
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~話
料
請
何
回

『ι
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付
着
喪
<
1
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千
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長
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'
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:
給
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領
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j

ω
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，
1訴

鰍
J
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〈
R
Z
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I
A.J E

;
'
吋
小
舟
組
制
~
崎
正
=
，
'
ギ
4~
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i
己
保

2表
。
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I{l~告白，

~
I
{
l
♀
士
三
時
J
~
~

.ij王
将
小
-
'
J
議
\
-
R
_
)
ν
エ
時
~
!
;
!
S
J

犯-'J
~
γ
ν
エ
pQO

EE
穏
制
苦
言

rl
講話糊

J
~
笠
写
会
r

根
市
吉
ギ
(
幣
紙
起
訴
え
三
省
利
回
)
'

1
~
千
ミ
ギ
社

P
同

4く
図

。

(
白
)

M
e
n
d
e
l
s
s
o
h
n，

 
Moses: U

b
e
r
 die Frage: w

a
s
 heist aufklalen? In

:
 Wa
s
 ist A

u
仕
larung?

T
h
e
s
e
n
 u
n
d
 Definitionen. 

Hrsg. v
o
n
 E
h
r
h
a
r
d
 Bahr. 8tuttgart 1974

，
 

8
.6

 

(
~
)
 
H
u
m
b
o
l
d
t
:
 Ideen z

u
 e
i
n
e
m
 V
e
r
s
u
c
h，

 
die G

r
a
n
z
e
n
 der W

i
r
k
s
a
m
k
e
i
t
 des 8taats z

u
 b
e
s
t
i
m
m
e
n，

 
8.145. 

(
号
)

H
u
m
b
o
l
d
t
:
 D
e
r
 konigsberger u

n
d
 der litauische 8chulplan

，
 8.277. 

(
包
)

H
u
m
b
o
l
d
t
:
 

Ideen z
u
 e
i
n
e
m
 V
e
r
s
u
c
h
，
 die G

r
a
n
z
e
n
 der W

i
r
k
s
a
m
k
e
i
t
 d
es 8taats z

u
 b
e
s
t
i
m
m
e
n
，
 8.145

.
 

(
包
)

H
u
m
b
o
l
d
t
，
 Wi
l
h
e
l
m
 von: Bericht der 8ektion des K

u
l
t
u
s
 u
n
d
 Unterrichts (1. 

D
e
z
e
m
b
e
r
 1809)

.
 In: W

i
l
h
e
l
m
 v
o
n
 

H
u
m
b
o
l
d
t
s
 G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 8chriften. H

r
s
g.

 
v
o
n
 der Koniglich Preussischen A

ka
d
e
m
ie

 der Wissenschaften. B
a
n
d
 

X. H
r
s
g
.
 

v
o
n
 B
r
u
n
o
 G
e
b
h
a
r
d
t
.
 Berlin 1903

，
 

8.205. 
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フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念

七
六

(
臼
)
白
白
・
。
-
u

∞
-
N

。。

(
臼
)
白
血
・
。
・
ω
-
N
O
印・

(前
)
西
村
稔

『文
士
と
官
僚
|
|

ド
イ
ツ
教
養
官
僚
の
淵
盟
、
木
鐸
社
、

一
九
九
八
年
、

四
四
一
頁
。

(
日
)
川
瀬
邦
臣
「
W
-
v
・
フ
ン
ボ
ル
ト
の
「
一
般
的
人
間
陶
冶
」
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
、
日
本
教
育
学
会

『教
育
学
研
究
」
第
三
九

巻
第
三
号
、

一
九
七
二
年
、

一
九
六
頁
。

(
槌
)
現
在
で
は
ふ
つ
う
「
一
般
教
育
」
と
訳
す
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
語
の
「
一
般
」
で
は
、

フ
ン
ボ
ル
ト
が
こ
の
語
に
込
め
た
き
わ
め
て
強

い
肯
定
的
な
意
味
が
表
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
、
本
稿
で
は
あ
え
て

「普
通
教
育
」
と
訳
し
て
み
た
。

(ω)
〈回一

-
g
c
p
-
E号
]
叫
一
巧

E
g
-
s
g口
出

E
U
Z
Z
E
E
-仏ロロ岡町
'
Cロ
仏
何
日
芯

YC口町田}向。ロ
N
S寸
田
口
叩
℃

o
t
C印円
y
g
o
t
i
2
g

。申
m
g
M
g伯仲位。ロ
E
g
d
t
E釦ロ凹
5
5
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E
H
n
v
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沼
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mSφ
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∞
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内

(
叩
)
図
。
y叩白色白
E-
司
己
申
『

ddq冊
一
切
市
町
O
『
自
己
目

d
g匂
5
U
S
宮・恒三凶回目
ny巾
国
子
凶
ロ
ロ
肉
印
刷
voztw]∞
3
・】∞-叶
・
同口
一
d
g同
弘
氏
。
円
回
目
げ
ロ
ロ
m-

F
Z邑
岡
田
自
立

-
E
g
g邑
-
g
N己
『
回
巾
C
N
S
-』

n
y
g
d
g匂
H0・
国
同
団
関
・
，
呂
田
君
巳
vm-g
〈
oaw白
石
-
回

R

凶・
ω-HJ自
民
ロ
ユ
回
忌
・
呂
田
・

ω
-
N
A
W
0
.
 

(
礼
)
宮
市
ロ
N
P
白
・曲
。

J
ω・5品

川

(η)
国
己
目

v
o
E骨一同門田
SHHNC
冊
目
曲
目
〈
巾
『
Enyw
円四
5
0
3ロ
N叩
白
色
。
円
巧
い
兵
器
g
w
o広
島

gω
件目白神田

N
Z
σ
g
E
g
g
s
-
m
-
E印・

(
刀
)

大
川
、
前
掲
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
九
)
た
だ
、

シ
ユ

テ
ィ
フ
タ
ー
に
は
、
上
オ
ー
ス
ト
リ
ア
州
視
学
官
の
時
代
に

J
・
ア
プ
レ
ン
ト
と
共
に
編
ん
だ
レ
ア
l
ル
シ
ュ
l
レ
の
た

め
の

『人
間
的
な
教
養
を
高
め
る
た
め
の
読
本
」
(
一
八
五
四
)
と
い
う
編
著
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
フ
ン
ボ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
が
(
ア

フ
ォ
リ
ズ
ム
の
形
で
は
あ
る
が
)
三
十
二
宮
嗣
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
近
代
ド
イ
ツ
文
学
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
ゲ
l
テ
の
五
十
篇
、



ヘ
ル
ダ

l
の
三
十
三
篇
に
次
ぐ
数
で
あ
り
、
シ
ユ
テ
ィ
フ
タ
ー
が
フ
ン
ボ
ル
ト
に
少
な
か
ら
ぬ
関
心
を
い
だ
い
て
い
た
こ
と
の
傍
証
に

は
な
る
だ
ろ
う
。
戸
口
日
出
夫
「
シ
ユ
テ
ィ
フ
タ
l
の
『
レ
ア
l
ル
シ
ュ

l
レ
の
た
め
の
読
本
』
|
|
三
月
革
命
後
の
新
絶
対
主
義
の

な
か
で
」
、
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
『
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
ピ
l
ダ
!
マ
イ
ヤ
l
』
、
中
央
大
学
出
版
部
、
ニ

O
O一
二
年
、
九

四
頁
以
下
を
参
照
。

*
本
稿
を
書
く
に
あ
た
っ
て
恩
恵
を
受
け
た
文
献
の
う
ち
、
註
で
引
用
を
明
示
し
な
か
っ
た
も
の
を
以
下
に
挙
げ
る
。
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冨
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島市『ゲ
O
B
E
g
-

教
育
思
想
史
学
会
(
編
)
『
教
育
思
想
事
典
』
、
勤
草
書
房
、
二

O
O
O年

西
村
貞

『
フ
ン
ボ
ル
ト
』
、
清
水
書
院
、

一
九
九
O
年

∞ロ
g
s
p
a
w
当
時
ロ
O吋
(
回
目
的
)
一
宮
巴
woロ
仏
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〉
ロ
E
R
E
m-u
g
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開
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宮
・
冨
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JI:仇

ポ
山
隆
司
「
W

V
-

フ
ン
ボ
ル
ト
の
政
治
思
想
|
|
国
家
活
動
と
そ
の
限
界
」
、

関
西
学
院
大
学
法
政
学
会

『法
と
政
治
』

第
二
八

巻
第
三
・
四
号
、

一
九
七
八
年

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
理
念
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七


