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カ
ン
ト
教
育
…
學
の
解
繹
定
そ
の
問
題

門

茄月

卓

爾

　
普
通
に
カ
ン
ト
の
敦
育
學
講
義
と
撫
せ
ら
れ
て
い
る
『
教
育
學
に
就
い
て
』
と
い
う
書
物
は
、
周
知
の
如
く
、
カ
ン
ト
自
身
の
著
作
で

は
な
く
、
カ
ン
ト
の
弟
子
で
も
あ
り
友
人
で
も
あ
っ
た
リ
ン
ク
（
「
同
一
①
臨
戦
一
〇
げ
酒
り
び
①
O
鎌
◎
厭
　
歯
触
ご
閃
）
に
依
っ
て
、
　
一
七
七
六
年
か
ら
一
七

八
七
年
迄
の
ケ
ー
ニ
ッ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
大
學
に
於
け
る
カ
ン
ト
の
講
義
草
案
に
基
づ
い
て
、
一
八
〇
三
年
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
・
そ

の
爲
、
從
來
の
カ
ン
ト
研
究
に
於
い
て
は
、
そ
の
雪
隠
は
極
め
て
低
い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
大
部
分
の
哲
學
愛
に
於
い
て
も
問
題
と
し
て

取
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
又
教
育
學
典
の
方
面
よ
り
児
て
も
、
教
育
記
者
と
し
て
の
カ
ン
ト
は
、
ル
ソ
ー
、
ペ
ス
タ
瓢
ッ
チ
ー
の
間

に
冠
し
て
、
決
し
て
大
き
な
存
在
と
は
脊
い
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。
私
は
今
こ
こ
に
カ
ン
ト
教
育
學
の
そ
の
よ
う
な
史
的
雲
上
に
就
い
て

云
汝
す
る
積
り
は
な
い
。
唯
、
カ
ン
ト
の
教
育
學
を
槍
饗
し
、
之
を
そ
の
道
徳
哲
學
と
の
聯
關
よ
り
考
察
す
る
時
、
從
來
の
カ
ン
峯
道
徳

哲
學
に
封
ず
る
誤
解
が
、
そ
の
儘
彼
の
教
育
學
に
倒
す
る
命
取
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
黙
に
氣
付
く
の
で
あ
り
、
カ
ン

ト
の
哲
學
膿
系
に
於
け
る
道
徳
哲
學
の
位
置
を
根
本
的
に
追
求
し
て
ゆ
く
な
ら
ぽ
、
そ
こ
に
彼
の
敦
育
學
に
謝
す
る
從
來
見
逃
が
さ
れ
勝

ち
で
あ
っ
た
新
し
い
親
野
が
開
け
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
具
膿
的
に
言
え
ば
、
從
來
例
え
ば
後
に
詳
質
す
る
キ
議
ー
ン
は
、
カ
ン
ト
の
教
育
學
に
於
け
る
叙
遽
と
、
形
式
的
嚴
格
主
義
的
な
そ
の
遜

徳
哲
學
に
於
け
る
叙
蓮
と
の
食
違
い
を
指
摘
し
て
、
教
育
學
に
於
け
る
カ
ン
ト
の
思
想
が
ル
ソ
…
の
影
響
を
受
け
た
前
馬
制
期
的
な
も
の

に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、
ル
ソ
ー
的
な
も
の
は
カ
ン
ト
に
於
い
て
決
し
て
前
手
馴
期
に
於
い
て
の
み
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
識
「
）

後
年
の
臼
〔
的
論
に
於
い
て
再
び
張
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
贈
爵
遜
に
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
曽
シ
ュ
と
非
難
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
道
徳
哲



學
も
、
唯
前
脚
理
性
批
制
に
於
け
る
叙
蓮
の
み
を
切
離
し
て
考
え
る
の
で
な
ぐ
、
他
の
遣
徳
形
而
上
學
“
属
的
論
い
謄
躍
哲
學
に
資
す
る

諸
著
作
の
叙
蓮
を
も
綜
合
し
て
カ
ン
ト
望
外
の
塗
膿
系
を
考
え
る
な
ら
ば
、
逃
隠
の
カ
ン
｝
に
封
ず
る
非
難
の
多
く
は
、
力
払
ト
の
翼
意

を
無
醜
し
た
不
語
な
誤
解
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
理
は
決
し
て
普
通
構
わ
れ
る
程
極
端
に
リ

ゴ
リ
ズ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
で
も
な
く
、
叉
現
費
を
遊
離
し
た
實
際
の
役
に
立
た
ぬ
も
の
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
親
黙
か
ら
、
今
我
汝
が
新
た
に
カ
ン
ト
の
藪
育
學
を
橡
黙
し
て
ゆ
く
な
ら
ぽ
、
そ
の
叙
述
は
決
し
て
リ
ン
ク
に
よ
っ
て
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
二
）

鑑
せ
ら
れ
た
い
わ
ぽ
非
カ
ン
ト
的
な
も
の
で
は
な
く
、
又
翠
に
前
罪
剰
期
的
な
も
の
の
み
を
含
む
の
で
も
な
く
、
寧
ろ
そ
こ
に
カ
ン
ト
の

一
貫
し
た
遜
聖
哲
學
に
裏
付
け
ら
れ
た
豊
か
な
人
間
理
解
が
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
解
繹
を
裏
付
け
る
爲
に
は
、

勿
論
種
々
の
国
難
な
問
題
に
遭
遇
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
が
、
先
ず
問
題
の
翌
翌
と
し
て
、
藪
育
の
唯
一
の
封
象
で
あ
る
入
間
が
、
批
劇
期

を
通
じ
て
の
カ
ン
｝
に
依
っ
て
慢
罵
に
把
握
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
槍
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
毅
汝
は
先
ず
カ
ン
ト
教
育
學
の
輪

廓
を
展
開
し
、
そ
こ
に
把
え
ら
れ
た
人
間
の
概
念
の
考
察
か
ら
始
め
よ
う
。

（
誌
一
）
　
カ
ン
ト
の
敏
育
學
を
そ
の
H
的
論
及
び
歴
史
哲
學
の
關
聯
に
於
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
就
い
て
は
、
大
阪
大
墨
助
敏
擾
・
森
昭
氏
が
大

　
　
　
阪
大
學
交
墨
譜
紀
要
・
銘
閥
巻
に
褒
表
せ
ら
れ
た
『
カ
ン
ト
歌
育
患
想
の
研
究
』
と
題
す
る
環
敬
す
べ
き
力
作
が
あ
る
。
私
が
こ
の
小
誰
を
草
す

　
　
　
る
に
欝
っ
て
も
、
圃
助
教
授
の
論
交
か
ら
敏
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
趣
め
て
多
く
、
そ
の
鋤
、
厚
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
註
一
…
）
　
既
に
違
べ
た
白
く
、
カ
ン
ト
が
敏
玉
壷
を
講
じ
た
の
は
一
七
七
六
年
か
ら
一
七
八
七
年
に
至
る
…
間
に
閥
隅
に
わ
た
っ
て
爲
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

　
　
　
一
七
八
一
年
の
純
粋
理
性
批
例
の
成
立
を
以
て
薩
批
判
期
と
批
判
期
を
分
つ
な
ら
ば
、
撚
、
代
的
に
は
前
批
判
期
の
も
の
も
含
ま
れ
る
と
言
う
べ
き

　
　
　
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
こ
の
押
後
十
二
年
閥
に
著
わ
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
著
作
を
見
る
な
ら
ば
、
蘭
蓮
の
純
梓
理
性
批
釧
の
他
に
、
　
儒
．
將
來
の
凡
ゆ

　
　
　
る
黙
思
上
掛
へ
の
序
誕
』
（
一
七
八
三
年
）
『
世
界
富
民
的
見
地
に
於
け
る
　
般
樵
史
考
』
へ
［
七
八
四
年
）
偶
．
自
然
科
學
の
形
弼
上
學
的
幕
礎
』
（
一

　
　
　
七
八
穴
年
）
等
が
あ
り
、
叉
　
七
八
七
年
に
ほ
純
紳
豊
性
銑
鏑
の
茄
二
板
が
出
さ
れ
、
そ
の
豊
年
に
は
實
蹉
理
性
批
剃
が
満
艮
か
れ
て
い
る
。
数
素
一
3

　
　
學
の
内
容
の
検
討
に
就
い
て
は
後
に
論
建
す
る
が
、
年
代
的
に
み
て
も
、
　
　
七
七
六
年
は
既
に
カ
ン
ト
に
批
判
の
思
想
の
熟
し
つ
つ
あ
っ
た
時
で

　
　
　
あ
り
、
敏
育
學
を
前
批
例
期
の
も
の
と
し
て
片
づ
け
る
の
は
嘗
ら
な
い
レ
」
思
う
。
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カ
ン
ト
敏
三
州
の
解
繰
と
そ
の
開
題

二
五
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一
　
カ
ン
ト
教
畜
μ
學
の
輪
廓

二
六

　
麟
、
人
聞
と
は
教
育
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
唯
　
の
被
造
物
で
あ
る
。
』
箱
登
議
。
ぴ
Q
畔
ψ
蕊
日
）
カ
ン
ト
教
育
學
は
こ
の
罰
を
以
て
始
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
岨
、
人
置
は
敏
育
に
依
っ
て
の
み
入
閣
と
な
り
得
る
。
人
闘
と
は
教
育
が
人
間
自
身
か
ら
作
り
上
げ
た
以
外
の
何
物

で
も
な
い
Q
人
闇
が
人
間
に
依
っ
て
の
み
教
育
さ
れ
る
。
館
も
嗣
じ
ょ
う
に
教
育
さ
れ
た
入
間
に
依
っ
て
の
み
教
育
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
減
車
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
』
G
三
島
・
o
っ
・
激
ら
。
・
）
と
カ
ン
ト
は
善
う
。
こ
の
こ
と
は
極
め
て
奮
然
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る

が
、
費
は
そ
の
背
後
に
カ
ン
ト
の
教
育
畢
に
封
ず
る
問
題
の
総
べ
て
が
藏
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
艶
言
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
入

塾
の
心
念
を
如
何
に
理
解
す
る
か
に
依
っ
て
、
カ
ン
ト
の
全
哲
學
灘
系
に
於
け
る
教
育
學
の
軽
羅
も
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は

更
に
語
を
つ
い
で
、
　
鰹
も
し
、
よ
り
高
次
の
存
在
者
が
我
六
の
教
育
を
引
受
け
る
な
ら
ば
、
人
妻
か
ら
穂
が
爲
さ
れ
得
る
か
を
見
る
こ
と

も
出
來
る
で
あ
ろ
う
。
』
（
①
げ
Φ
コ
量
）
と
雷
い
、
岬
撚
し
教
育
は
、
一
方
で
は
人
閥
に
幾
ら
か
の
も
の
を
教
え
る
が
、
　
一
方
で
は
又
幾
ら
か
の

も
の
は
唯
人
間
に
於
て
存
す
る
も
の
が
獲
展
す
る
に
巡
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
に
於
、
け
る
自
然
的
素
質
が
何
虚
迄
仲
び
る
も
の
か
と

い
う
こ
と
を
人
は
知
る
ご
と
は
田
主
な
い
。
』
（
魯
Φ
コ
量
）
と
論
う
。
孟
宗
は
こ
こ
に
既
に
カ
ン
ト
に
於
い
て
教
育
の
問
題
が
、
破
の
就
職

論
文
以
後
の
批
甫
嶺
學
に
於
け
る
一
貫
し
た
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
の
二
世
界
説
、
即
ち
日
q
昌
9
ω
ぎ
8
臣
＠
q
淳
黒
ω
及
び
ヨ
§
』
¢
ω
ω
①
挙

ω
汐
韓
ω
に
基
づ
い
た
人
請
、
叉
別
の
語
を
以
て
言
え
ば
磐
。
億
B
㊦
魏
鋤
及
び
O
げ
鶏
Φ
雛
o
B
Φ
雛
鋤
の
二
璽
の
性
絡
を
有
っ
た
人
間
が
教
育
の

封
象
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
の
を
知
る
こ
と
が
繊
來
る
。

　
入
間
は
一
方
で
は
他
の
被
造
物
と
同
じ
く
動
物
性
を
蒋
す
る
感
性
酌
存
在
者
で
あ
る
が
、
他
方
理
性
に
依
る
理
想
を
樹
て
、
叡
知
界
の

立
法
に
参
究
す
る
◎
そ
し
て
弼
も
飽
迄
も
膚
限
棒
存
在
者
と
し
て
、
そ
の
経
験
的
性
格
を
配
す
る
こ
と
は
嵐
來
な
い
。
こ
の
こ
と
は
カ
ン

ト
の
凡
ゆ
る
批
鋼
電
畜
著
作
を
一
貫
す
る
カ
ン
ト
哲
學
の
根
本
的
態
度
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
先
験
的
原
理
を
見
出
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
新

し
い
形
而
上
畢
を
建
設
せ
ん
と
す
る
カ
ン
ト
の
意
繍
に
他
な
ら
な
い
。
但
、
教
育
學
の
場
合
は
、
そ
の
封
象
が
一
つ
の
領
域
に
限
定
さ
れ
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る
こ
と
の
出
來
な
い
共
膿
的
な
人
間
で
あ
る
故
に
、
そ
こ
に
先
験
酌
原
理
を
樹
て
る
こ
と
は
、
政
治
技
術
の
問
題
と
並
ん
で
、
著
し
く
困

難
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
カ
ン
｝
も
馴
、
そ
れ
故
教
育
は
、
人
間
に
課
せ
ら
れ
得
る
最
大
の
、
又
最
も
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
』
（
凶
玄
昏

Q
o
・
竃
◎
）
と
言
っ
て
い
る
。
厭
恥
し
、
カ
ン
ト
が
教
育
學
を
軍
な
る
経
験
的
な
技
術
と
見
傲
さ
ず
に
、
　
少
く
と
も
柵
ら
か
の
法
恥
を
急
心
と

し
た
學
聞
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
礁
費
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
、
教
育
技
衛
或
い
は
教
育
學
は
熱
慮
的
（
甘
畠
凶
鼠
α
ω
）

9
）
覧
・
Q
り
・
濠
N
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
『
讃
育
技
術
に
於
け
る
メ
カ
ユ
ズ
ム
は
學
問
に
攣
「
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
け
れ
ば
教

育
技
術
は
決
し
て
蓮
絡
あ
る
志
業
と
は
な
り
得
な
い
し
、
一
つ
の
世
代
は
他
の
世
代
が
既
に
築
き
上
げ
た
も
の
を
取
志
す
か
も
知
れ
ぬ
の

で
あ
る
。
』
（
帥
σ
陣
ユ
・
　
ω
．
　
轟
幽
刈
）
と
需
っ
て
い
る
。

　
然
ら
ば
吐
露
は
カ
ン
｝
に
於
け
る
藪
育
學
を
如
何
な
る
性
絡
の
學
問
と
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
？
・
私
は
、
そ
れ
を
；
爵
に
し
て

言
う
な
ら
ば
、
道
徳
法
則
を
中
心
と
し
た
人
間
的
自
然
（
廿
P
①
冨
ω
O
び
｝
一
〇
一
P
Φ
　
り
嗣
鋤
酵
露
騰
）
の
調
和
的
な
完
成
を
目
的
と
す
る
學
問
で
あ
る
と
言

い
得
る
と
思
う
。
教
育
學
の
封
象
と
し
て
の
入
閥
が
、
カ
ン
ト
哲
學
の
根
本
的
立
場
と
も
い
う
べ
き
叡
知
的
・
感
性
的
な
二
軍
性
格
に
於

て
把
え
ら
れ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
は
麟
に
指
捕
し
た
が
、
カ
ン
ト
教
育
學
の
問
題
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
鮎
■
に
七
つ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

帥
ち
、
カ
ン
｝
は
教
育
學
の
理
想
を
理
性
が
立
法
的
で
あ
り
得
る
叡
知
界
の
も
の
と
し
て
考
え
る
。
『
藪
育
の
理
論
に
謝
す
る
鼠
論
み
は
、

一
つ
の
立
派
な
理
想
で
あ
る
が
、
我
六
が
そ
れ
を
直
ち
に
賓
現
し
得
な
く
て
も
何
等
差
支
え
は
な
い
Q
人
は
、
た
と
い
そ
の
節
行
に
際
し

て
種
λ
の
障
碍
が
起
っ
て
簸
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
架
室
の
も
の
だ
と
考
え
た
り
、
美
し
い
夢
と
し
て
既
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
』

鳳
σ
算
ω
・
躰
紅
）
と
カ
ン
ト
は
言
っ
て
い
る
Q
そ
し
て
、
『
理
念
と
は
、
未
だ
経
験
上
に
存
在
し
な
い
暴
発
性
の
橿
念
に
他
な
ら
な
い
。
例

え
ば
正
義
の
規
則
に
則
っ
て
統
治
さ
れ
る
完
全
な
共
和
翻
の
理
念
で
あ
る
が
、
こ
の
理
念
は
未
だ
経
験
上
に
は
存
在
し
な
い
か
ら
と
い
っ

て
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
我
λ
の
理
念
は
先
ず
琵
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
正
し
い
も
の
で
あ
り
さ
え
ず
れ
ば
、
そ

の
賢
現
に
ど
れ
程
困
難
が
絆
お
う
と
も
麟
じ
て
不
可
能
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
す
べ
て
の
人
が
嘘
を
言
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
爲
に

翼
賢
を
聲
う
こ
と
が
唯
の
同
地
に
次
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
？
』
（
巨
α
・
ω
・
濠
華
魔
ど
と
欝
い
、
『
入
闘
性
の
内
に
は
多
く
の
穂

　
　
　
カ
ン
ト
敷
育
學
の
解
鐸
と
そ
の
閥
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
　
　
　
気

肝
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二
八

芽
が
存
す
る
。
そ
し
て
そ
の
自
然
的
素
質
を
調
和
的
に
嚢
展
さ
せ
、
入
間
性
を
そ
の
繭
芽
か
ら
展
開
さ
せ
、
人
間
が
そ
の
本
領
（
切
Φ
。
α
菖
讐
－

ヨ
¢
5
ゆ
窺
）
を
全
う
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
の
が
我
々
の
三
面
の
仕
事
で
あ
る
。
』
（
三
臣
・
ψ
鼠
研
）
と
言
う
の
で
あ
る
。
邸
ち
、
感
性
的
存
在
者

と
し
て
の
人
間
を
、
出
定
る
丈
調
和
的
に
叡
知
的
な
理
想
、
即
ち
人
間
的
自
然
の
完
登
性
へ
と
近
づ
け
て
ゆ
く
こ
と
が
教
育
の
仕
事
に
他

な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
有
限
的
存
在
者
で
あ
る
人
闇
に
と
っ
て
は
、
教
育
の
仕
事
が
概
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
る
理
由
が
潜
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
カ
ン
恥
も
言
う
が
如
く
、
我
凌
人
間
を
教
育
す
る
も
の
が
、
人
間
的
自
然
の
完
金
性
を
洞
察
し
得
る
よ
り
高
次
の
存
在
者
、
印
ち
榊
で

あ
る
な
ら
ぽ
、
上
述
の
教
育
の
仕
事
に
恐
ら
く
何
の
困
難
も
存
す
ま
い
Q
唯
、
困
難
は
我
汝
人
間
が
入
間
的
自
然
の
完
発
性
を
洞
察
し
得

ぬ
と
こ
ろ
が
ら
く
る
。
道
徳
法
則
に
基
づ
い
た
入
興
の
賢
践
理
性
に
依
る
定
言
的
命
法
が
こ
の
人
間
的
自
然
の
完
塗
性
と
如
何
な
る
關
係

を
有
つ
か
に
就
い
て
は
、
後
程
章
を
改
め
て
璽
に
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
と
も
か
く
こ
の
人
濫
淫
自
然
の
陸
島
性
は
、
叡
知
的

な
理
想
と
し
て
は
考
え
る
こ
と
は
出
來
て
も
、
有
隈
的
存
在
者
と
し
て
の
人
闇
に
は
隙
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
カ
ン
ト
は
こ
れ

を
『
人
間
的
自
撚
の
完
塗
性
と
い
う
大
き
な
秘
籍
。
』
包
）
凶
阜
ψ
匁
駆
）
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　
人
問
の
理
性
は
、
自
ら
理
想
を
樹
て
そ
れ
に
向
っ
て
努
力
す
る
こ
と
は
出
來
る
。
然
し
、
そ
の
理
想
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
既

に
入
間
の
把
握
を
超
え
て
い
る
Q
而
も
そ
の
理
想
は
、
た
と
い
そ
の
費
行
が
不
可
能
で
あ
っ
て
も
、
無
上
牲
的
に
、
い
わ
ば
定
言
的
命
法

と
し
て
我
々
に
続
行
を
迫
る
の
で
あ
っ
て
、
軍
に
魚
心
個
人
に
塾
し
て
の
み
な
ら
ず
、
凡
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て
永
遠
に
人
類
発
熱
が
そ
れ

に
向
っ
て
努
力
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
説
く
如
く
カ
ン
ト
道
徳
哲
學
の
基
本
的
性
格

を
な
す
も
．
の
で
あ
る
が
、
教
育
學
も
亦
そ
れ
と
切
離
し
て
論
ず
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
唯
、
教
育
學
の
場
合
は
、
急
信
哲
學
の
揚
合
の
如

く
理
性
に
依
る
原
則
を
見
繊
す
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
背
後
に
あ
る
實
際
の
呉
膿
的
入
間
を
教
育
す
る
と
い
う
技
術
的
な
面
に
於
け
る
原
理

が
樹
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
故
、
自
ら
そ
こ
に
道
徳
哲
學
の
慮
用
と
い
う
性
格
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
こ
れ
を

彼
の
所
謂
道
徳
形
而
上
學
と
の
關
聯
に
於
て
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
造
徳
形
而
上
學
が
當
然
有
た
ね
ぽ
な
ら
ぬ
砒
會
的



歴
輿
的
な
性
格
に
基
づ
い
て
藪
育
學
の
問
題
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
藪
田
學
に
於
い
て
は
、
カ
ン
ト
は
毅
育
の
上
蓮
の
理
想
的
な
性
格
か
ら
、
そ
の
就
心
的
歴
災
的
な
在
方
に
就
い
て
論
じ
て
次
の
如
く
言

う
。
『
個
人
に
於
い
て
本
領
の
蓬
成
は
憂
然
不
可
能
で
あ
る
。
』
（
一
σ
剛
瓢
●
　
ω
●
心
心
㎝
）
そ
し
て
、
蘭
、
個
人
が
ど
の
よ
う
に
よ
く
生
徒
を
陶
冶
し
て
も

生
徒
に
そ
の
本
領
を
杢
う
さ
せ
る
に
至
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
丈
は
確
實
で
あ
る
。
』
（
。
げ
窪
号
）
こ
の
こ
と
は
、
理
想
が
有
限
的
な
も
の
か
ら

次
元
を
異
に
し
て
存
す
る
こ
と
か
ら
容
易
に
肯
け
る
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
更
に
、
そ
れ
故
『
菅
公
で
は
な
く
て
、
寧
ろ
人
類
（
寓
Φ
導

ω
。
冨
β
か
q
操
縦
§
四
）
が
こ
れ
を
果
す
べ
き
で
あ
る
。
』
（
Φ
げ
Φ
づ
窪
ρ
）
と
言
い
、
而
も
『
教
育
と
は
、
そ
の
賓
行
の
爲
に
は
幾
世
代
も
経
即
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
技
術
で
あ
る
。
』
（
O
σ
①
欝
α
脚
）
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
論
ず
る
如
く
、
カ
ン
｝
道
徳
故
意
の
歴
史
哲
学
的
性

絡
と
直
接
に
繋
が
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
ζ
に
、
た
と
い
教
育
學
の
原
理
が
明
確
な
形
に
於
い
て
は
語
ら
れ
る
こ
と
の
出
費
ぬ
も
の
で

あ
っ
て
も
、
教
育
學
の
基
本
的
な
性
格
は
明
瞭
に
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
即
ち
、
撫
育
は
呉
膿
的
鳥
影
的
に
は
旨
煮
そ
の
他
の
手
に
依
っ

て
企
書
蓮
憐
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
人
類
共
通
の
課
題
で
あ
り
、
蒲
も
凡
ゆ
る
歴
皮
的
憂
遷
を
通
じ
て
、
い
わ
ぽ
永
遠
の
課

題
と
し
て
存
す
る
の
で
あ
る
。
叉
ヵ
ン
｝
は
『
恐
ら
く
教
育
は
常
に
よ
り
良
く
な
り
、
各
世
代
は
次
々
と
一
歩
ず
つ
人
間
性
の
長
嘆
性
へ

と
近
づ
い
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
』
（
薫
匹
・
ω
・
駐
）
と
も
言
っ
て
い
る
。
　
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
の
歴
皮
哲
學
に
見
ら
れ
る
歴
史
の
進
歩
の
思

想
と
全
く
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
私
は
こ
こ
に
も
カ
ン
ト
藪
育
學
の
そ
の
本
來
の
道
徳
哲
學
と
全
く
同
様
な
聯
絡
を
見
る
こ
と
か

出
來
る
と
思
う
O

　
以
上
の
カ
ン
ト
教
育
學
の
輪
廓
に
就
い
て
の
叙
蓮
か
ら
、
そ
れ
が
前
批
判
期
的
な
思
想
に
依
る
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
カ
ン
｝
道
徳
哲
、

學
の
根
本
的
な
展
開
の
上
に
立
っ
て
、
そ
の
文
化
哲
學
・
翼
壁
哲
学
等
の
親
黙
か
ら
教
育
學
を
把
握
せ
ん
と
す
る
私
の
意
圃
は
略
、
明
ら

か
に
な
っ
た
と
思
う
。
然
し
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
爲
に
は
、
カ
ン
ト
性
器
上
の
種
汝
の
問
題
を
槍
書
し
て
そ
の
蓮
雷
管
學
の
滝
野
を
明

ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
敏
育
學
へ
の
途
が
拓
か
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
Q
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カ
ン
ト
数
二
目
の
解
騨
と
そ
の
問
題

二
九
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二
道
徳
法
則
と
入
間
的
自
然

慧
δ

　
こ
れ
迄
の
叙
蓮
か
ら
、
カ
ン
ト
の
教
育
學
が
平
鞘
的
自
然
の
完
垂
性
を
理
想
と
し
、
か
、
れ
を
調
和
的
に
實
現
せ
ん
と
企
圏
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
Q
然
し
そ
の
際
、
實
は
極
め
て
困
難
な
問
題
が
存
す
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
形
式
的
な
性
格
を
麿
ち
、
普

通
厳
格
・
越
畑
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
カ
ン
塾
の
道
徳
哲
學
と
、
敏
育
學
の
属
指
す
人
戸
的
打
盤
の
完
全
性
と
が
蟻
差
に
し
て
矛
盾
な

く
爾
立
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
Q

　
元
來
カ
ン
ト
の
道
徳
謙
虚
は
、
寳
践
理
性
の
有
す
る
自
由
を
そ
の
皮
歯
と
し
、
從
っ
て
道
徳
法
則
の
唯
一
の
心
象
は
善
及
び
悪
の
み
で

あ
り
、
理
性
は
そ
の
他
の
如
何
な
る
心
理
的
能
力
に
も
依
存
し
な
い
の
を
そ
の
特
色
と
す
る
Q
そ
れ
故
教
育
學
の
目
指
す
入
間
の
凡
ゆ
る

自
然
的
素
質
の
完
成
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
儘
で
ぱ
決
し
て
道
徳
的
行
爲
の
動
機
と
は
な
り
得
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
も
し
自
己
の
白
然

的
素
質
の
完
成
と
い
う
こ
と
を
行
楽
の
動
機
と
し
て
直
接
取
上
げ
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
寧
ろ
カ
ン
ト
の
峻
拒
す
る
幸
輻
を
行
爲
の
動
機
と

し
て
取
上
げ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
格
率
の
申
に
は
道
徳
法
珊
の
普
逓
性
は
威
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
師
恥
に
序
弄
入
に
於
い
て
側
石
れ
て
お
い
た
よ
・
う
に
、
キ
ュ
ー
ン
（
鍛
．
口
．
H
ハ
鈴
ず
郡
一
U
冨
勺
戸
戸
ρ
ウ
q
o
ひ
q
一
戸
図
四
幅
け
、
o
σ
一
筥
く
。
『
げ
毎
度
コ
置
N
¢
ω
鉱
コ
Φ
冠

竃
。
貝
巴
ロ
窯
δ
ω
o
唱
ぼ
ρ
H
o
。
り
N
）
は
カ
ン
ト
教
育
學
を
こ
の
黙
に
就
い
て
分
析
し
、
道
徳
性
の
自
律
に
基
づ
い
た
カ
ソ
｝
の
道
徳
哲
量
的
藪
育

動
機
か
ら
は
、
躍
に
自
己
教
育
の
義
務
の
み
し
か
生
じ
な
い
こ
と
を
論
じ
、
從
っ
て
そ
の
蓮
徳
哲
學
は
道
徳
的
教
育
に
於
て
箪
に
消
糎
的

な
働
き
し
か
果
し
得
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
更
に
カ
ン
ト
教
育
學
と
そ
の
道
徳
哲
學
と
の
主
要
な
封
立
を
次
の
如
く
要
約
し
て
い
る
。

一
、
教
育
學
に
於
い
て
は
、
自
習
の
必
撚
性
は
人
間
の
自
然
的
素
質
に
於
い
て
そ
の
根
擦
付
け
を
画
趣
し
、
教
育
の
諸
目
的
は
こ
の
素
質
か

　
ら
の
自
然
…
的
成
果
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
一
方
、
道
徳
哲
學
に
於
い
て
は
、
教
育
の
必
要
は
叡
知
的
世
界
か
ら
生
ず
る
理
性
の
道
徳
法
則
の

　
要
求
と
し
て
封
忘
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
後
者
は
同
時
に
藪
育
の
唯
一
の
そ
し
て
最
高
の
鼠
的
を
も
亦
形
造
る
の
で
あ
る
・

二
、
教
育
令
は
、
道
徳
哲
學
に
依
っ
て
は
全
然
禁
ぜ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
或
種
の
幸
鎧
装
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
の
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嚴
格
な
性
格
i
そ
れ
に
依
れ
ば
、
自
已
の
幸
醸
に
關
す
る
凡
ゆ
る
経
験
的
動
機
か
ら
の
行
器
は
滋
徳
法
則
の
最
大
の
殿
傷
と
見
倣
さ

　
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
そ
の
よ
う
な
性
格
は
教
育
學
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
Q
、

三
、
教
育
學
に
於
て
は
、
侮
が
善
で
あ
り
何
が
悪
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
歯
す
る
制
断
は
、
道
徳
哲
學
に
於
け
る
蜴
合
の
如
く
認
識
に

　
の
み
還
元
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
満
…
足
と
不
満
足
と
の
感
性
的
な
感
情
に
も
亦
還
元
さ
れ
て
い
る
。
（
一
げ
一
ユ
巳
　
ω
．
　
ら
Q
笛
）

要
す
る
に
キ
ュ
ー
ン
は
、
カ
ン
ト
教
育
學
に
見
ら
れ
る
掬
然
的
教
育
（
℃
菖
獣
ω
O
び
。
醐
静
置
Φ
ぎ
5
鵬
）
と
カ
ン
ト
本
來
の
溢
悪
霊
學
の
上
に

樹
て
ら
れ
る
べ
き
道
徳
的
教
育
と
の
閥
に
断
絶
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
カ
ン
ト
教
育
學
に
は
ル
ソ
ー
の
自
然
的
教
育
の
影
響
が
彊
く
、

宗
教
敦
育
に
封
ず
る
態
度
そ
の
他
で
若
干
の
批
制
期
以
後
の
撹
徳
哲
學
と
共
通
し
た
勲
は
あ
っ
て
も
、
綱
入
穿
傾
向
性
を
普
遍
的
編
羅
の

爲
に
・
向
け
る
場
合
ぱ
道
徳
的
で
あ
る
と
考
え
る
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ィ
的
な
思
想
を
有
し
、
書
芸
惰
を
道
徳
性
の
根
篠
と
し
た
り
す
る
勲
に
於

て
、
彼
の
前
批
判
期
に
於
け
る
諸
著
作
（
『
美
及
び
崇
高
の
感
情
に
饗
す
る
考
察
』
　
『
自
然
紳
學
及
び
道
徳
の
原
踊
の
制
明
性
に
關
す
る

獲
別
』
等
）
に
見
ら
れ
る
特
色
を
有
し
、
前
説
制
期
的
な
性
格
の
煙
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
結
論
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
私
に
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㍗

キ
謡
…
ン
の
結
論
と
は
逆
に
、
カ
ン
ト
教
育
學
の
恩
想
は
寧
ろ
批
劇
期
以
後
の
そ
の
道
徳
哲
學
・
騒
史
哲
學
等
を
直
接
そ
の
背
後
に
有
す

る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
キ
ェ
ー
ン
の
指
摘
す
る
こ
れ
ら
の
諸
黙
を
念
頭
に
お
き
っ
っ
、
果
し
て
キ
ュ
ー
ン
の
言
う
が
如
く
カ
ン

塾
本
來
の
道
徳
哲
學
は
そ
の
教
育
思
想
と
相
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
Q

　
上
蓮
の
キ
篇
i
ン
の
指
摘
す
る
諸
黙
の
中
で
、
先
ず
最
初
に
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
彼
が
敦
帆
手
ぱ
感
性
的
な
感
情
を
も

根
糠
と
す
る
の
に
領
し
、
剛
道
徳
暫
學
は
認
識
に
の
み
還
元
さ
れ
る
。
』
と
雪
っ
て
い
る
黙
で
あ
る
。
成
程
カ
ン
ト
も
道
徳
法
則
は
自
曲

の
認
識
根
鑛
（
見
暮
圃
o
o
o
伊
窺
譜
。
。
B
o
①
巳
ご
で
あ
る
と
雷
っ
て
い
る
が
、
逆
に
自
由
は
道
徳
法
の
存
在
根
面
（
鑓
識
。
Φ
。
巨
＄
巳
一
）
で
あ
る
筈
で

も
あ
り
、
道
徳
は
果
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
で
認
識
の
問
題
で
あ
る
の
か
？
　
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
何
赦
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
は
理
論
理
性
と
實
践
理
性
が
如
何
に
聖
壇
す
る
か
と
い
う
頗
る
重
大
な
問
題
を
含
み
、
こ
の
解
決
如
何
に

よ
っ
て
、
箪
に
道
徳
哲
學
の
み
な
ら
ず
、
カ
ン
｝
哲
鞍
馬
膿
へ
の
解
繹
に
於
て
著
し
い
相
異
が
生
じ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

　
　
　
カ
ン
ト
教
育
學
の
解
羅
と
そ
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
一
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譲

る
。

　
キ
畿
ー
ン
が
蓮
徳
恵
學
は
認
識
に
の
み
還
元
さ
れ
る
と
言
う
揚
合
に
、
彼
が
其
通
的
に
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
慧
不
明

で
あ
る
が
、
も
し
そ
れ
が
、
警
悪
に
謝
す
る
認
識
が
先
ず
存
し
、
そ
こ
か
ら
道
徳
的
行
爲
が
生
ず
る
と
い
う
解
繹
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
或
意
味
で
道
徳
的
行
爲
の
秘
戯
性
を
否
定
す
る
見
解
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
誤
解
に
呈
し
て
は
既
に
カ
ン
ト
自
身
が
否
定
的
に
答
え
て

い
る
、
　
こ
の
よ
う
な
形
で
カ
ン
ト
を
誤
解
し
非
難
し
た
入
に
ガ
ル
ヴ
ェ
ハ
O
ぴ
鳥
ω
鉱
麟
”
○
碧
く
ρ
目
“
b
。
鉢
．
ミ
リ
◎
。
）
が
あ
る
が
、
彼
は
カ
ン
ト

が
行
事
と
目
的
と
を
切
離
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
煩
蜜
な
認
識
は
三
際
の
道
徳
的
行
爲
の
揚
合
に
は
財
用
さ
れ
得
ぬ
こ
と
を

論
じ
て
、
『
か
か
る
精
密
な
る
理
念
の
斑
別
は
、
個
別
的
封
象
に
就
い
て
考
慮
す
る
揚
合
に
既
に
曖
昧
化
さ
れ
、
そ
し
て
行
爲
に
際
し
て

歓
望
や
魚
病
に
遽
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
揚
合
に
は
金
く
消
滅
し
て
し
ま
う
。
』
（
開
素
馨
噛
d
σ
2
伽
①
路
O
①
ヨ
⑦
ぎ
ω
鷲
幕
貰
O
器
ヨ
9
。
σ
q
ぎ
鮎
曾

§
δ
O
甑
⑦
瓜
。
仁
君
の
Φ
貯
℃
富
β
σ
q
け
ρ
げ
囎
三
〇
簿
漆
「
＆
の
勺
冨
紙
9
D
o
．
鱒
◎
。
？
⑦
よ
り
の
璽
引
用
）
と
非
難
し
て
い
る
。
こ
れ
に
号
し
て
カ
ン
ト
は
、

ガ
ル
ヴ
ェ
が
認
識
の
聞
題
と
解
す
る
道
徳
法
則
の
遙
守
が
、
寧
ろ
存
在
論
的
に
法
則
の
及
ぼ
す
尊
敬
を
賢
質
的
な
動
機
と
す
る
自
焚
的
行

爲
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
、
（
①
σ
o
匿
P
誇
コ
ヨ
Φ
蒔
§
晦
）
ガ
ル
ヴ
ェ
の
よ
う
な
議
論
は
『
善
と
い
う
詞
の
曖
昧
さ
に
就
い
て
の
戯
れ
』
以
外

の
何
物
で
も
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
然
ら
ば
我
汝
は
、
カ
ン
ト
の
理
論
理
性
と
楚
々
理
性
と
の
瀾
係
に
就
い
て
本
來
的
に
ど
の
よ

う
に
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
我
汝
が
カ
ン
ト
道
徳
哲
學
に
就
い
て
考
え
る
揚
合
に
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
の
は
、
カ
ン
｝
が
『
純
粋
理
性
の
金
膿
系
の
要
石
を
爲
す
。
』

と
言
い
、
又
一
，
経
験
論
者
に
と
っ
て
は
蹟
き
の
石
で
あ
る
が
、
批
制
的
道
徳
論
者
に
と
っ
て
は
、
崇
高
な
る
賢
践
的
原
理
を
開
く
鍵
で
あ

る
。
』
と
も
雷
っ
て
い
る
自
由
の
概
念
が
、
も
と
も
と
純
牌
理
性
批
鋼
の
辮
讃
論
に
於
い
て
宇
窟
論
的
理
念
の
解
決
の
聞
題
と
し
て
論
ぜ
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
カ
ン
｝
は
、
純
粋
理
性
の
譜
面
は
そ
の
二
律
背
反
に
依
る
定
立
と
反
定
立
の
間
に
於

い
て
實
幾
的
疑
心
6
轟
閃
江
ω
o
げ
雷
二
号
巽
Φ
ω
ω
Φ
）
を
生
ず
る
こ
と
を
論
じ
、
そ
し
て
善
良
な
心
な
有
す
る
人
は
、
彼
が
眞
の
利
釜
を
解
す
る

な
ら
ぽ
、
純
粋
耀
性
の
猫
無
論
が
宇
宙
論
的
理
念
を
規
定
す
る
こ
と
に
心
か
ら
同
感
し
、
世
界
が
始
期
り
を
有
す
る
こ
と
、
私
の
思
惟
的



　
　
密
画
が
箪
一
な
そ
れ
故
不
朽
的
本
性
を
有
す
る
こ
と
、
同
時
に
そ
の
任
意
の
行
爲
に
於
て
自
由
で
あ
り
、
霞
然
の
志
野
に
超
然
た
る
こ

　
　
と
、
最
後
に
、
世
界
を
構
成
す
る
諸
物
の
棄
秩
序
が
一
つ
の
根
源
的
存
在
（
d
目
毒
⑦
ω
Φ
ロ
）
か
ら
轟
來
し
、
そ
こ
か
ら
縮
べ
て
の
も
の
が
そ

　
　
の
統
一
と
合
菌
的
的
結
合
を
得
て
く
る
こ
と
等
に
賛
意
を
表
し
、
『
こ
の
こ
と
は
総
論
及
び
宗
教
の
礎
石
を
蝕
す
。
』
象
・
”
＜
・
し
d
・
お
ε
こ

　
　
と
を
論
じ
て
い
る
。
そ
．
し
て
更
に
、
反
定
立
の
側
に
立
つ
経
験
．
論
は
、
こ
れ
ら
の
凡
ゆ
る
支
持
を
奪
い
と
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

　
　
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
が
カ
ン
ト
が
建
設
し
よ
う
と
し
た
新
し
い
形
術
上
學
に
沸
鼠
す
る
場
合
、
こ
の
實
践
的
關
心
の
問
題
は
極
め
て
璽

　
　
要
な
役
鯛
を
果
す
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
我
汝
が
カ
ン
ト
の
撹
徳
難
癖
を
論
ず
る
場
合
に
も
、
賢
践
的
聖
心
に
依
っ
て
賛
意
を
表
せ
ら
れ

　
　
る
こ
れ
ら
四
つ
の
理
念
が
、
黙
然
そ
の
理
論
的
な
課
題
と
し
て
根
祇
に
存
す
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
カ
ン
ト
は
憂
に
自
由
の
問
題
に
就
い
て
は
、
『
自
然
必
然
性
の
曹
癒
的
法
則
と
蓮
結
せ
ら
れ
た
る
自
由
に
よ
る
原
閃
性
の
可
能
性
。
』
へ
囚
．

　
　
醜
・
＜
・
じ
d
・
8
0
）
に
就
い
て
、
『
私
ば
感
宮
の
蓋
置
に
猛
て
、
そ
れ
自
身
現
象
な
ら
ざ
る
も
の
を
叡
知
的
と
賞
う
。
そ
れ
故
に
感
性
界
に
於

　
　
て
現
象
と
し
て
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
、
そ
れ
自
身
ま
た
感
性
的
直
槻
の
勤
象
な
ら
ざ
る
能
力
を
有
し
、
醐
も
こ
の
能
力
に
依
つ

　
　
て
諸
現
象
の
原
因
た
り
得
る
と
す
れ
ぽ
、
；
こ
の
存
在
者
の
原
閃
姓
は
二
方
面
か
ら
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
出
塁
る
。
即
ち
、
物
自
髄
そ

　
　
の
も
の
と
し
て
の
そ
れ
の
働
き
に
聡
し
て
は
叡
知
的
と
し
て
、
感
性
界
に
於
け
る
現
象
と
し
て
の
そ
れ
の
結
果
に
關
し
て
は
感
性
的
と
し

　
　
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
延
喜
る
。
』
（
o
σ
Φ
論
壇
瀦
。
）
と
言
い
、
こ
の
よ
う
な
存
在
者
を
『
行
爲
的
・
王
慌
』
（
び
器
偶
巴
謬
鳥
Φ
ω
q
Q
録
σ
噺
Φ
算
）
（
囚
・
罫
ζ

　
　
じ
d
・
窃
雪
）
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
揚
合
の
自
由
が
コ
ー
ヘ
ン
の
言
う
が
如
く
い
、
本
膿
の
自
由
』
へ
句
お
岸
①
謬
山
Φ
機
2
0
瓢
湖
①
昌
。
昌
）
で
は
な

　
　
く
、
『
自
由
と
い
う
本
膿
』
（
り
劃
〇
二
昌
P
Φ
昌
O
口
島
Φ
山
男
同
O
同
ぴ
Φ
叩
け
）
で
あ
る
に
せ
よ
、
と
も
か
く
カ
ン
ト
に
於
け
る
道
徳
的
行
爲
の
主
禮
は
、
た

　
　
と
い
同
時
に
そ
れ
が
根
源
的
な
意
味
で
認
識
の
問
題
で
あ
る
と
短
い
得
る
に
せ
よ
、
ガ
ル
ヴ
ェ
の
言
う
が
如
く
善
悪
の
理
念
の
認
識
が
先

　
　
ず
存
し
て
、
そ
こ
か
ら
行
軍
が
決
定
せ
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
i
も
し
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

　
　
認
識
の
誤
り
に
依
る
普
通
の
意
昧
で
の
悪
は
存
し
得
て
も
、
宗
教
論
に
い
う
よ
う
な
根
源
悪
は
決
し
て
生
じ
得
な
い
Q
一
法
撃
ろ
上
蓮
の

　
　
四
つ
の
唐
3
．
宙
論
的
理
念
に
客
槻
的
寳
在
性
を
弁
え
る
と
い
う
存
在
論
的
課
題
を
意
識
し
た
麻
薬
的
な
自
畳
館
腰
爲
的
主
灘
で
な
く
て
は
な

脇　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
蜘
聡
H
學
の
解
鯉
瞥
と
そ
の
問
題
　
　
　

r
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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ら
ぬ
Q
、

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ぽ
、
普
通
嚴
格
主
義
的
で
あ
る
と
許
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
理
も
、
決
し
て
シ
ラ
ー
の
言
う
が
如
き
義
務

か
ら
す
る
不
承
不
承
の
行
爲
で
は
決
し
て
あ
り
得
な
い
。
む
し
ろ
存
在
の
根
源
よ
り
由
零
す
る
實
践
的
關
心
の
下
に
於
て
は
、
様
々
の
傾

向
性
か
ら
褒
す
る
欲
望
は
既
に
封
立
的
な
問
題
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
義
務
は
外
か
ら
の
服
制
で
は
な
く
、
内
か
ら
の
自
畳

の
聲
と
し
て
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
黙
に
就
い
て
、
最
近
科
學
論
と
存
在
論
の
爾
側
面
か
ら
注
目
す
べ
き
カ
ン
ト
早
藤
を
害
い

た
マ
ル
チ
ン
は
次
の
よ
う
に
蓮
べ
て
い
る
。
『
道
徳
的
行
爲
の
自
悪
性
は
カ
ン
｝
に
と
っ
て
凡
ゆ
る
道
徳
的
事
柄
の
明
白
な
基
礎
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
根
源
的
自
爆
性
は
、
純
粋
に
形
式
倫
理
學
で
あ
る
と
こ
ろ
の
カ
ン
ト
的
立
場
を
含
め
て
、
如
何
な
る
倫
理
學
的
見
解
が
と
ら

れ
よ
う
と
も
そ
れ
に
は
無
關
係
で
あ
る
。
諸
汝
の
傾
向
性
や
郡
部
や
欲
望
が
我
汝
の
道
徳
的
決
意
に
懐
し
て
ど
の
よ
う
に
影
響
し
よ
う
と

も
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
決
定
性
は
依
然
と
し
て
道
徳
的
決
意
の
磨
由
に
依
っ
て
斥
け
ら
れ
る
こ
と
が
禺
來
る
。
こ
れ
ら
の
動
機
の
す
べ
て

は
、
『
私
は
正
義
を
潤
そ
う
と
欲
す
る
。
』
と
い
う
固
い
決
心
に
依
っ
て
常
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
出
撃
る
Q
行
器
的
主
鰹
の
こ
の
自
獲
性

に
於
て
、
人
間
の
眞
の
存
在
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
、
こ
の
貫
の
存
在
が
カ
ン
｝
に
依
っ
て
存
在
そ
の
も
の
、
或
い
は
本
儂
的
存
在
と
呼
ば
れ

る
の
で
あ
る
。
』
（
O
O
簿
疑
冨
藍
鼠
拶
蔦
ぎ
嚇
H
影
ヨ
鋤
暑
鉱
田
干
戸
○
簿
。
δ
σ
q
δ
§
繕
譲
置
ω
Φ
諺
巳
同
p
浄
ω
攣
Φ
o
注
㊦
．
お
鋒
・
6
話
コ
甑
讐
Φ
息
ぎ
8
切
コ
σ
q
翻
7

ぴ
《
℃
’
○
。
轡
煽
O
拶
ω
’
や
H
刈
駆
一
㎝
）

　
以
上
の
論
蓮
に
依
り
、
理
論
理
性
と
費
践
理
性
の
關
係
を
解
明
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
賢
践
理
性
に
よ
る
濫
徳
的
行
爲
の
自
褒
的
主
膿
的

な
短
絡
に
就
い
て
は
大
燈
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
來
た
と
思
う
。
次
に
我
執
が
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
本
章
の
主
題
で
あ
る

と
こ
ろ
の
、
理
性
の
立
法
に
依
る
カ
ン
ト
道
徳
暫
畢
と
、
感
性
酌
な
も
の
を
含
ん
だ
人
間
的
入
塾
の
完
発
性
の
費
現
を
目
的
と
す
る
そ
の

敦
育
學
と
の
矛
盾
を
如
何
に
解
決
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
の
間
に
何
等
の
矛
盾
も
存
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
キ
ュ
…
ン

が
指
摘
す
る
よ
う
な
前
批
判
期
的
な
要
素
も
、
田
本
期
以
後
の
道
徳
哲
學
と
封
立
的
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
鯉
濃
制
期
的

な
も
の
、
勘
ち
ル
ソ
ー
的
な
も
の
を
も
包
み
得
る
道
徳
哲
學
の
姿
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
諜
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
以
て
先
に
志
げ
た
キ
謡
ー
ン
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の
論
黙
を
反
駁
し
得
る
の
み
な
ら
ず
、
カ
ン
ト
教
育
學
を
カ
ン
ト
本
來
の
道
徳
哲
學
に
基
づ
い
た
も
の
と
し
て
解
歯
せ
ん
と
す
る
私
の
意

園
も
略
，
達
成
さ
れ
る
と
愚
う
。
我
汝
は
先
ず
カ
ン
ト
自
身
の
道
徳
哲
學
の
著
作
に
就
い
て
そ
の
翼
の
姿
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
醜
に
述
べ
た
如
く
、
カ
ン
ト
の
道
徳
嘗
學
が
そ
の
教
育
に
於
け
る
人
間
的
自
然
の
完
金
性
と
雲
立
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
理
歯
は
、
後

者
が
感
性
的
能
力
を
も
含
め
た
蜜
質
的
入
間
存
在
の
調
和
的
な
登
展
を
計
る
に
託
し
て
、
前
者
が
凡
ゆ
る
費
質
を
費
鵡
的
原
理
に
於
い
て

意
志
の
規
定
根
櫨
か
ら
排
除
す
る
と
こ
ろ
の
所
謂
形
式
主
義
と
稻
さ
れ
る
カ
ン
ト
倫
理
學
の
性
格
に
由
課
す
る
Q
脚
ち
、
カ
ン
ト
は
費
陵

理
性
批
制
の
定
理
一
に
於
い
て
『
欲
求
能
力
の
謝
象
（
費
質
）
を
意
志
の
規
定
根
櫨
と
し
て
豫
帯
す
る
凡
ゆ
る
費
践
的
原
理
は
悉
く
経
験
的

で
あ
っ
て
、
何
等
の
費
践
的
法
則
を
も
與
え
る
こ
と
は
出
直
ぬ
。
』
（
溶
・
敏
く
・
ω
・
b
。
ご
と
言
い
、
璽
に
定
理
二
に
於
い
て
は
、
『
直
ゆ
る
費
質

的
費
践
的
原
理
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
全
然
同
一
種
類
の
も
の
で
あ
っ
て
、
自
愛
或
い
は
自
己
の
幸
鵬
の
普
遍
的
原
理
に
即
す
る
。
』
（
剛
窪
鉢

ω
・
b
。
b
。
）
と
言
う
。
そ
の
理
由
は
『
凡
ゆ
る
費
質
的
實
践
的
規
則
は
、
意
志
の
規
定
根
嫁
を
低
級
欲
求
能
力
の
内
に
お
く
』
（
Φ
σ
夏
号
）
か
ら

で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
『
理
性
的
存
在
者
が
そ
の
絡
率
を
費
践
的
曹
樋
的
法
則
と
考
え
る
べ
き
な
ら
ば
、
彼
は
こ
れ
ら
の
格
率
を
、
費
質
の

上
か
ら
で
な
く
、
軍
に
形
式
の
上
か
ら
意
志
の
規
定
根
篠
を
含
む
原
理
と
し
て
の
他
に
は
考
え
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
』
（
定
理
三
）
（
薫
9

ω
・
b
。
ご
と
嘗
う
Q
そ
し
て
そ
の
結
泉
、
『
純
粋
費
践
理
性
の
原
則
』
と
し
て
有
名
な
『
汝
の
意
志
の
絡
率
が
、
常
に
同
時
に
普
遍
的
立
法

の
原
理
と
し
て
袋
當
し
得
る
よ
う
に
行
心
せ
よ
。
』
と
い
う
命
題
を
提
鵠
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
婆
約
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
所
読
が
、
所
謂
カ
ン
｝
倫
理
學
の
形
式
主
義
と
稔
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
道
徳
法
則
の
普
遜
性
と
い

う
形
式
の
み
を
取
上
げ
、
そ
れ
を
凡
ゆ
る
二
世
か
ら
切
離
し
た
が
爲
に
、
古
く
か
ら
カ
ン
ト
倫
理
學
の
特
色
と
欠
陥
を
示
す
も
の
と
し

て
、
前
蓮
の
ガ
ル
ヴ
ェ
を
始
め
と
し
て
多
く
の
人
々
か
ら
批
許
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
如
く
、
格
率
の
普
遍

性
を
論
理
的
普
慣
性
の
意
味
に
解
し
、
そ
の
鴬
合
凡
ゆ
る
賢
質
が
概
念
と
し
て
一
般
化
さ
れ
る
と
普
遜
性
を
有
ち
得
る
か
ら
、
そ
の
結
果

凡
ゆ
る
格
寧
が
定
言
的
命
法
を
下
し
得
る
と
論
ず
る
入
も
あ
り
、
叉
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
意
領
し
た
の
が
、
既
に
論
じ
た
よ
う
な
存
在
論
的

な
課
題
を
背
負
っ
た
、
い
わ
ぽ
純
粋
理
性
の
事
費
に
基
づ
い
た
道
徳
法
則
の
自
畳
で
あ
る
に
せ
よ
、
カ
ン
ト
の
こ
の
方
法
で
は
、
軍
な
る

　
　
　
カ
ン
ト
W
歌
育
學
の
解
囎
仰
と
そ
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕪
鉱
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折
肖
照
脳
研
究
　
　
轄
耀
圃
日
百
一
甲
九
十
一
鮪
蝶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
…
志
ハ

心
理
的
薯
賢
と
理
性
の
手
下
を
確
然
と
腿
介
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
如
き
人
も
あ
る
。
こ

れ
ら
の
批
評
は
、
確
か
に
カ
ン
ト
倫
理
學
の
一
面
の
性
格
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
に
も
論
ず
る
よ
う
に
、
謄
静
的
就
會
に
於
け
る

そ
の
適
用
を
見
る
揚
合
、
費
質
の
粕
互
瀾
係
か
ら
生
ず
る
滋
會
的
人
蘭
關
…
係
を
個
人
的
倫
理
の
側
の
み
か
ら
し
か
考
察
し
得
ず
、
從
っ
て

そ
の
賢
質
的
關
係
を
軍
に
理
念
的
に
し
か
把
握
し
得
な
い
と
い
う
或
意
味
で
の
欠
陥
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
然
し
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー

ラ
…
が
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
の
形
式
主
義
を
批
制
し
乍
ら
も
、
而
も
彼
自
身
の
主
張
す
る
實
質
的
倫
理
學
が
カ
ン
｝
倫
理
學
の
三
宮
な
褒

誉
の
上
に
築
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
っ
て
い
る
黙
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
如
く
、
カ
ン
ト
の
上
逃
の
性
格
は
、
決
し
て
キ
ェ
ー
ン
の
言
う
が

如
き
人
間
的
自
然
の
完
金
性
と
絹
容
れ
ぬ
窮
屈
な
も
の
で
な
く
、
人
間
の
就
會
的
關
係
に
於
い
て
も
、
普
逓
の
経
験
的
な
費
質
的
倫
理
學

に
は
見
ら
れ
ぬ
深
い
洞
察
と
廣
い
硯
野
と
を
備
え
て
い
る
。

　
カ
ン
｝
が
こ
の
揚
合
、
格
率
に
於
い
て
資
質
が
壁
上
的
原
理
の
規
定
翼
翼
と
は
な
り
得
ぬ
も
の
と
し
て
斥
け
る
こ
と
は
、
決
し
て
道
徳

法
則
そ
の
も
の
を
形
式
的
な
も
の
と
考
え
、
そ
の
内
容
と
な
る
費
質
を
見
逃
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
道
徳
法
則
は
本
南
本
膿
的
（
⇔
o
儒
ー

ヨ
⑦
ご
雛
）
な
も
の
で
あ
り
、
自
由
も
本
來
前
提
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
・
＼
理
性
の
事
賢
に
就
い
て
褒
見
的
に
自
畳
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
も

の
で
あ
る
以
上
、
我
汝
の
絡
率
に
於
い
て
把
え
得
る
も
の
は
道
徳
演
則
の
箪
な
る
普
遍
性
と
い
う
形
式
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
が
、

た
と
い
我
六
の
経
験
に
よ
っ
て
直
接
知
り
得
る
も
の
で
は
な
く
と
も
、
道
徳
法
則
は
我
汝
の
道
徳
的
行
爲
に
依
っ
て
資
現
す
べ
ぎ
豊
富
な

費
質
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
滋
徳
法
則
の
髄
質
が
如
穂
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
就
い
て
は
、
上
里
の
如
く
我
々
の
経
験
に
よ
っ
て
は
知
る
こ
と
は
出
來

な
い
が
、
そ
れ
に
就
い
て
の
何
等
か
の
洞
察
を
得
る
爲
に
は
、
費
践
理
性
批
舗
の
先
駆
と
も
窺
う
べ
き
『
道
徳
形
晦
上
學
へ
の
基
礎
付

け
』
に
於
け
る
カ
ン
ト
の
試
み
を
見
る
の
が
志
願
で
あ
る
Q
然
し
、
そ
の
こ
と
に
澄
し
て
は
私
は
既
に
『
H
・
」
・
。
へ
ー
ト
ン
「
定
言
的

命
法
ヒ
と
い
う
書
評
一
癖
學
研
究
・
錦
四
二
八
號
所
載
）
及
び
『
カ
ン
ト
道
徳
骨
無
に
沸
す
る
一
考
察
』
と
い
う
論
文
（
哲
學
硯
究
・
年
四
一
㎜
一
三

號
所
載
）
に
於
い
て
詳
細
な
考
察
を
試
み
て
お
い
た
の
で
、
今
こ
こ
に
再
び
そ
れ
を
詳
論
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
が
、
カ
ン
ト
は
『
道
徳
形



　
　
而
上
學
へ
の
基
礎
付
け
』
に
於
い
て
は
、
『
賢
践
理
性
批
判
ぬ
に
於
い
て
純
粋
蜜
践
理
性
の
原
則
と
し
て
掲
げ
た
も
の
を
定
斑
毛
命
法
の

　
　
範
式
（
勺
。
冠
導
Φ
一
）
と
し
て
下
弓
に
言
い
塗
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
徳
法
則
の
内
客
的
な
も
の
を
示
そ
う
と
努
力
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

　
　
そ
こ
に
目
的
論
的
反
省
に
依
っ
て
繕
え
ら
れ
た
目
的
の
可
能
薬
王
國
を
自
然
の
王
國
と
し
て
現
費
化
す
る
こ
と
が
道
徳
法
則
の
賢
質
的
内

　
　
雰
で
あ
る
と
老
え
て
い
る
こ
と
は
疑
を
容
れ
な
い
。

　
　
　
こ
こ
に
於
い
て
、
我
六
は
よ
う
や
く
こ
の
章
の
最
初
に
提
出
し
て
お
い
た
問
題
に
封
し
て
結
論
的
に
言
う
こ
と
が
出
懸
る
。
カ
ン
ト
の

　
　
道
徳
哲
學
の
罠
指
す
の
は
、
決
し
て
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
人
間
的
自
然
に
陣
立
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
寧
ろ
そ
れ
と
昌
的
論
的
に
調

　
　
和
し
た
目
的
の
王
國
を
現
鐘
化
す
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
高
次
の
自
然
の
王
國
の
建
設
で
あ
る
。
賢
践
理
性
批
制
の
語
を
か
り
れ
ば
、
原
型

　
　
的
自
然
（
コ
暮
二
物
自
。
『
o
び
Φ
蔓
℃
簿
）
に
基
づ
い
た
模
型
的
自
然
（
躊
9
。
幕
臣
①
o
蔓
℃
餌
）
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
。
キ
訊
…
ン
は
カ
ン
㍗
の
道

　
　
徳
法
則
の
藤
里
性
を
指
摘
し
て
、
自
己
の
幸
手
に
關
す
る
凡
ゆ
る
黒
駒
的
動
機
か
ら
す
る
行
爲
は
遁
徳
法
財
の
最
大
の
襲
傷
で
あ
る
と
雷

　
　
つ
た
が
、
成
程
彫
れ
を
格
寧
に
受
入
れ
る
揚
合
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
カ
ン
ト
は
何
も
自
然
的
素
質
の
褒
展
そ
の
も
の
を
悪
で
あ
る
と
い

　
　
う
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
『
幸
醸
の
原
理
と
道
徳
の
原
理
の
こ
の
よ
う
な
溶
融
は
、
そ
れ
だ
か
ら
と
て
直
ち
に
三
者
の
仕
立
で
は
な
い
。

　
　
そ
し
て
純
粋
費
践
理
性
は
、
寸
々
が
幸
…
鵬
に
鋤
す
る
も
ろ
も
ろ
の
要
求
を
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
要
求
し
な
い
。
唯
義
務
が

　
　
問
題
と
な
れ
ば
、
幸
輻
に
垂
然
顧
慮
し
て
は
な
ら
な
い
と
脊
う
丈
で
あ
る
退
（
隈
－
や
く
・
ω
・
潟
）
と
呂
、
…
織
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
自
撚
的

　
　
傾
向
性
に
基
づ
く
綴
言
的
命
法
は
、
道
徳
法
則
に
よ
る
義
務
が
問
題
と
な
れ
ば
玉
璽
定
言
的
命
溝
に
席
を
譲
る
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
て
後

　
　
者
は
前
者
を
勤
立
的
に
一
方
的
に
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
カ
ン
㍗
教
育
學
の

　
　
目
的
と
す
る
人
聞
的
自
然
の
完
登
性
は
、
カ
ン
ト
の
本
來
の
賢
徳
哲
學
に
依
っ
て
、
そ
の
理
念
的
な
賓
質
、
帥
．
ち
目
的
の
王
國
の
成
員
と

　
　
し
て
憂
え
ら
れ
る
人
聞
で
あ
っ
て
、
而
も
定
言
的
命
法
が
そ
れ
を
自
撚
の
王
國
に
現
費
化
す
る
こ
と
を
命
ず
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
爾

　
　
者
の
問
に
何
等
の
矛
盾
も
存
し
な
い
筈
で
あ
る
。
自
然
的
教
育
と
道
徳
的
教
育
は
、
む
し
ろ
一
貫
し
た
爵
的
論
的
膿
系
の
中
に
於
て
論
ぜ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

　
　
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
Q

152　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
激
辛
墨
の
鮒
罧
と
そ
の
閲
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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哲
墨
班
討

尋
層
甜
一
．
圧
卜
晦
融

　
　
　
＝
　
一
　
勢

訴
む
‘
i
π
｝
「三

　
目
的
の
王
國
の
實
現

三
八

　
前
章
に
於
い
て
我
汝
は
カ
ン
ト
の
道
徳
暫
學
の
主
要
著
作
を
考
察
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
そ
の
意
圓
が
、
カ
ン
事
藪
育
學
の
意
岡
す
る

人
間
的
自
然
の
完
金
性
の
警
官
と
何
等
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
ど
こ
ろ
か
、
寧
ろ
局
一
の
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

見
て
來
た
。
こ
の
こ
と
は
判
断
力
批
製
の
目
的
論
、
及
び
宗
教
論
に
於
け
る
カ
ン
ト
の
所
説
を
見
れ
ば
更
に
明
瞭
に
な
る
。

　
制
麟
乗
懸
剃
は
そ
の
序
文
に
示
す
が
如
く
、
悟
性
が
立
法
的
で
あ
る
感
性
的
な
自
学
概
念
の
領
域
と
、
理
性
が
立
法
的
で
あ
る
超
感
性

的
な
白
由
概
念
の
領
域
と
の
間
に
存
す
る
大
き
な
深
淵
に
或
意
味
で
の
結
合
統
一
を
與
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
『
自
由

概
念
は
そ
の
法
則
に
依
っ
て
課
せ
ら
れ
た
農
的
を
感
性
界
の
う
ち
に
現
押
返
た
ら
し
む
べ
き
で
あ
り
、
從
っ
て
自
然
も
亦
そ
の
形
式
の
合

法
慢
性
が
、
少
く
と
も
黒
雲
の
内
に
．
自
由
法
則
に
從
っ
て
達
せ
ら
れ
る
べ
き
目
的
の
可
能
と
調
和
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
得
る
の
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
』
（
緊
骨
穿
ご
．
×
固
×
…
×
×
）
と
峠
．
口
づ
て
い
る
。
邸
ち
、
普
通
の
悟
性
概
念
の
環
象
と
し
て
の
擬
械
的
な
自
然
概
念
と
、
目

的
の
王
圃
の
費
現
と
し
て
の
自
然
の
王
國
と
を
統
一
的
に
把
握
せ
ん
と
す
る
の
が
反
省
的
判
断
力
に
依
る
目
的
論
で
あ
る
鐸
で
あ
る
。

　
從
っ
て
目
的
論
に
於
い
て
は
、
機
械
的
な
自
然
概
念
に
依
っ
て
は
把
撮
さ
れ
な
い
よ
う
な
自
然
の
特
殊
法
則
が
先
ず
そ
の
考
察
の
封
象

と
な
り
、
自
己
白
身
の
原
因
で
あ
る
と
共
に
結
果
で
あ
る
よ
う
な
事
物
、
脚
ち
有
機
膿
が
自
然
目
的
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ

の
考
察
が
人
間
に
向
け
ら
れ
る
場
合
、
人
闇
は
一
方
で
は
他
の
動
物
と
同
様
有
機
膿
と
し
て
、
即
ち
自
然
目
的
と
し
て
存
在
す
る
が
、
他

方
他
の
す
べ
て
の
も
の
を
自
己
の
爲
に
利
用
す
る
知
性
と
意
志
と
を
有
ち
、
そ
の
限
り
自
然
属
酌
の
系
列
に
於
け
る
最
絡
目
的
（
冨
欝
8
穏

N
≦
①
o
醤
）
と
も
制
定
さ
れ
得
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
人
間
の
内
に
あ
っ
て
自
然
の
恩
惑
を
通
し
て
瀦
足
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
種
類
の
も
の

が
人
問
の
幸
爾
で
あ
り
、
自
然
が
そ
の
爲
に
内
的
外
，
的
に
使
用
さ
れ
得
る
凡
ゆ
る
種
類
の
日
的
に
勒
し
て
入
間
が
資
質
と
熟
練
を
有
つ
こ

と
が
人
間
の
文
化
（
図
巳
ε
冠
）
と
呼
ば
れ
る
。
　
然
し
自
然
物
と
し
て
の
人
鮒
は
、
以
上
の
如
く
自
然
目
的
の
最
絡
に
位
す
る
こ
と
は
掲

來
て
も
、
未
だ
世
界
全
雛
が
そ
の
爲
に
存
在
す
る
よ
う
な
遭
化
の
究
極
法
的
（
国
雛
α
N
≦
①
o
博
）
で
あ
る
こ
と
は
嵩
來
な
い
。
そ
の
可
能
の
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制
約
と
し
て
何
等
他
の
目
的
を
必
要
と
し
な
い
よ
う
な
究
極
濁
的
を
自
ら
規
定
し
得
る
よ
う
な
世
界
に
於
げ
る
唯
一
の
存
在
蒋
は
入
問
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
自
然
物
即
ち
”
ぴ
簿
。
昌
。
彗
㊦
昌
9
と
し
て
の
人
間
で
は
な
く
β
〇
二
琶
Φ
質
掌
Ω
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。
そ
れ
故
聖
徳
法
則
の

下
に
立
つ
人
間
の
み
が
こ
の
よ
う
な
世
界
の
究
極
目
的
た
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
世
界
に
於
け
る
最
高
善
で
あ
り
得
る
が
、
一
方
そ
れ
に

向
っ
て
努
力
す
る
入
間
は
依
然
自
然
原
因
性
の
一
猿
を
奏
す
も
の
と
し
て
の
性
格
を
有
つ
。
そ
の
よ
う
な
二
重
性
格
的
存
在
で
あ
る
我
六

入
問
が
自
ら
を
究
極
目
的
ど
し
て
掲
げ
る
爲
に
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
制
約
の
下
に
於
い
て
の
み
我
汝
の
見
質
の
最
上
の
状
態
、
帥
ち
幸

礪
が
許
容
せ
ら
れ
う
る
よ
う
な
遺
徳
的
世
界
因
、
邸
ち
紳
が
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
の
問
題
は
宗
無
論
に
於
い
て
は
次
の
よ
う
に
掘
え
ら
れ
て
い
る
。
元
來
宗
敦
論
に
於
け
る
根
源
悪
の
問
題
は
、
蜜
践
理
性
の
決
意
性

が
自
由
選
奨
意
志
（
毒
一
一
涛
μ
畦
）
と
し
て
本
來
の
古
記
的
關
心
か
ら
切
離
し
て
存
在
の
側
か
ら
把
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
も
の
で
あ

り
、
實
践
理
性
論
制
に
於
て
は
費
畿
的
封
抗
（
O
鑓
簿
蹴
。
げ
霞
名
凶
Φ
山
Φ
お
鹸
畦
①
覗
け
）
の
問
題
と
し
て
未
だ
論
理
的
に
そ
の
可
能
性
を
指
摘
せ

ら
れ
た
に
止
ま
る
も
の
が
、
宗
教
論
に
於
て
改
め
て
人
間
の
決
意
性
の
中
に
潜
ん
で
格
率
の
道
徳
的
秩
序
を
韓
倒
せ
し
め
、
蜘
之
凡
ゆ
る

絡
率
の
基
礎
を
腐
敗
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
根
源
悪
の
問
題
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
人
間
的
行
賞
が
よ
り
主
膿
的

に
深
い
根
抵
か
ら
杷
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
明
ら
か
に
道
徳
洗
則
は
そ
の
主
膿
と
の
關
係
か
ら
臼
的
論
的
に
貰
え
ら
れ
て
い
る
。

即
ち
、
宗
教
論
で
提
出
さ
れ
る
賢
践
的
命
題
は
『
各
人
は
世
界
に
於
て
可
能
的
な
最
高
善
を
究
極
目
的
と
瀕
す
べ
し
。
』
（
閃
。
轟
δ
鐸
ω
・
8

》
訪
巳
Φ
二
今
織
α
q
）
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
こ
の
命
題
に
就
い
て
、
こ
の
命
題
は
道
徳
法
則
そ
の
も
の
に
依
っ
て
導
入
さ
れ
る
が
、

『
こ
れ
に
依
っ
て
費
践
理
性
は
法
事
を
超
え
て
櫨
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
法
則
が
、
凡
ゆ
る
行
爲
に
溢
し
て
、
法
駕
の
他
に
夏
に
目
的

を
考
え
ず
に
は
お
ら
れ
ぬ
と
い
う
人
間
の
自
然
的
性
質
に
瀾
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
依
っ
て
可
能
で
あ
る
。
』
（
Φ
げ
Φ
巳
ρ
）
と
一
叢
っ
て
い
る
。

叉
カ
ン
ト
の
別
の
語
を
以
て
す
れ
ば
、
こ
の
霊
像
理
性
の
高
張
は
『
こ
の
命
題
が
、
唯
自
由
意
志
の
規
定
根
櫨
の
認
識
の
先
天
的
原
理
を

経
験
一
般
の
中
に
包
饗
す
る
こ
と
に
依
っ
て
の
み
可
能
』
（
o
σ
の
跡
α
9
）
で
あ
り
、
こ
の
鴬
合
の
経
験
と
は
『
道
徳
性
の
結
果
を
そ
の
轡
的
に

撃
て
提
示
し
、
r
世
界
に
於
け
る
原
点
性
と
し
て
の
遊
徳
性
の
概
念
に
、
軍
に
賢
践
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
客
親
的
賢
在
姓
を
興
え
る
。
』

　
　
　
　
カ
ン
ト
激
育
離
の
解
鯉
附
と
そ
の
間
類
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薫
九
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哲
學
研
究
　
第
四
百
蹴
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

①
σ
窪
号
）
と
い
う
意
味
で
の
経
験
．
で
あ
る
と
言
う
。
こ
れ
は
要
す
る
に
カ
ン
ト
の
い
う
道
徳
的
儒
仰
ヘ
ヨ
。
鏡
凱
。
ゆ
。
び
Φ
冠
O
長
里
げ
。
）
の
内
容

を
爲
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
カ
ン
ト
に
於
い
て
は
こ
の
よ
う
な
信
仰
を
基
礎
付
け
る
の
は
道
徳
法
則
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、

我
々
は
カ
ン
ト
が
道
徳
法
財
に
就
い
て
語
る
時
、
賢
は
そ
の
背
後
に
こ
の
よ
う
な
麟
的
論
的
世
界
槻
が
存
す
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
の
目
的
論
及
び
宗
教
論
に
就
い
て
の
叙
述
に
於
い
て
も
知
り
得
る
が
如
く
、
カ
ン
ト
は
道
徳
法
則
に
敵
う
こ
と
に
依
っ
て
、
決
し

て
自
然
存
在
と
し
て
の
入
間
を
～
方
的
に
斥
け
る
こ
と
を
意
國
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
面
面
寺
詣
は
道
徳
的
世
界
因
と
し
て
の
紳

を
想
定
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
、
そ
こ
に
自
然
目
的
と
し
て
の
人
聞
、
一
答
ち
主
観
的
に
は
幸
輻
、
客
親
的
に
は
文
化
一
の
完

全
な
展
開
が
望
み
得
る
の
で
あ
る
。
換
君
す
れ
ば
、
最
高
善
に
向
っ
て
努
力
す
る
野
比
は
、
自
己
の
道
徳
性
を
自
嘉
す
る
と
共
に
、
自
己
の

有
す
る
自
然
的
素
質
の
完
全
な
る
展
開
を
意
等
し
て
い
る
の
で
あ
る
◎
そ
の
よ
う
な
人
間
的
自
然
の
完
全
性
の
醜
態
に
就
い
て
は
カ
ン
｝

は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
Q
　
『
心
情
が
道
徳
的
感
畳
に
調
和
し
た
瞬
間
に
い
る
一
入
の
人
間
を
考
え
て
み
よ
う
。
美
し
い
自
然
に
關
綾

さ
れ
て
、
自
己
の
存
在
を
静
か
に
詣
れ
や
か
に
享
受
し
て
い
る
場
合
、
彼
は
そ
の
こ
と
に
癒
し
て
何
者
か
に
感
謝
し
た
い
要
求
を
内
に
感

ず
る
で
あ
ろ
う
Q
写
実
の
江
島
、
同
様
な
心
構
朕
態
に
い
る
彼
が
、
そ
の
自
焚
的
に
捧
げ
る
犠
牲
に
よ
っ
て
の
み
落
足
に
果
す
こ
と
が
出

來
、
又
果
そ
う
と
「
欲
し
て
い
る
義
務
に
急
迫
さ
れ
て
い
る
自
己
自
身
を
見
出
し
た
と
し
よ
う
。
彼
は
そ
の
鳥
合
、
そ
の
義
務
を
果
す
こ
と

に
依
っ
て
自
選
に
命
ぜ
ら
れ
た
或
事
柄
を
果
し
、
至
高
な
る
主
に
服
慰
し
た
の
で
あ
る
と
要
求
す
る
感
じ
を
内
に
畳
え
る
の
で
あ
る
。
或

い
は
又
思
慮
を
敏
い
て
自
己
の
義
務
に
背
く
過
失
を
犯
し
た
と
し
よ
う
Q
　
た
と
い
そ
の
時
寒
入
に
出
し
て
責
任
を
負
う
に
至
っ
た
講
で

は
な
い
と
し
て
も
、
峻
嚴
な
自
己
談
責
は
、
恰
も
そ
の
前
に
出
て
彼
が
野
里
を
辮
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
法
官
の
聲
を
以
て
す
る
か
の
如

く
彼
の
内
部
に
囁
く
で
あ
ろ
う
。
ご
冒
で
冷
え
ぽ
、
破
は
自
己
の
目
的
に
聾
し
て
、
そ
の
目
的
に
適
っ
て
、
彼
と
世
界
と
の
原
菌
で
あ
る

よ
う
な
存
在
者
を
撃
た
ん
が
爲
に
道
徳
的
叡
知
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
感
情
の
背
後
に
諸
種
の
動
機
を
作
爲
し
て
考
え
る
こ

と
は
無
駄
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
か
か
る
比
翼
は
最
も
純
灘
な
道
徳
的
心
術
と
直
接
に
聯
倒
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
』
（
隈
・
拝
¢
・
Q
。
・
海
③

画
ミ
　
私
は
、
カ
ン
ト
載
育
學
の
日
的
と
す
る
人
悶
的
自
慢
の
完
全
性
の
焦
熱
と
は
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
信
仰
を
内
容
と
す
る
目
的
論
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的
世
界
観
の
下
に
把
握
さ
れ
た
人
㎜
闘
で
あ
る
と
思
う
Q
教
育
學
が
人
間
の
自
然
的
素
質
の
完
成
を
企
圃
す
る
が
故
に
前
批
制
期
的
で
あ
る

と
し
て
斥
け
る
ご
と
き
は
、
カ
ン
ト
哲
學
を
そ
の
世
界
槻
の
根
抵
か
ら
理
解
す
る
こ
と
を
し
な
い
極
め
て
狭
い
見
解
で
あ
る
と
思
う
。

　
然
し
乍
ら
問
題
は
未
だ
建
つ
た
諜
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
が
人
間
に
就
い
て
語
る
場
合
、
そ
れ
が
道
徳
法
則
を
申
心
と
す
る
目
的
論
的
世

界
槻
に
基
づ
い
た
人
問
で
あ
る
こ
と
は
以
上
で
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
上
川
的
行
乞
に
依
っ
て
費
現
さ
れ
る
べ
き
、
い
わ
ば

図
的
の
王
國
を
資
現
し
た
も
の
と
し
て
の
自
然
の
王
國
と
は
カ
ン
ト
に
於
て
は
客
将
的
に
ど
の
よ
5
な
性
格
を
有
つ
で
あ
ろ
う
か
。
我
六

は
カ
ン
ト
の
著
作
の
遡
れ
に
於
い
て
も
そ
の
呉
膿
的
な
叙
蓮
に
軍
糧
わ
な
い
。
然
し
そ
れ
は
カ
ン
ト
が
問
題
の
解
決
を
怠
っ
た
の
で
は
な

く
、
そ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
道
徳
聖
戦
の
性
格
上
ど
う
し
て
も
叙
外
す
る
こ
と
が
出
來
ぬ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
侮
故
な
ら
ば
、
た
と
い
爵

的
の
王
國
の
賢
規
に
向
っ
て
努
力
し
、
そ
の
行
学
が
自
然
の
國
に
於
て
或
単
果
を
生
み
得
、
そ
れ
が
道
徳
的
信
仰
と
し
て
先
に
引
用
し
た

よ
う
な
個
人
的
心
情
を
生
じ
得
た
と
し
て
も
、
自
然
の
國
に
於
け
る
成
果
は
、
そ
れ
が
自
然
の
國
で
あ
る
以
上
ど
う
し
て
も
そ
れ
自
身
で

生
金
で
あ
る
こ
と
は
紙
型
な
い
Q
そ
れ
は
カ
ン
ト
も
言
う
が
如
く
、
人
間
の
自
然
は
所
有
と
享
樂
の
或
黙
に
於
て
安
国
し
滞
足
す
る
よ
う

な
種
類
の
も
の
で
は
な
い
（
麟
・
9
α
・
o
り
・
ω
G
。
り
）
か
ら
で
あ
り
、
入
照
日
の
幸
庸
と
文
化
は
決
し
て
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
Q
目

的
の
漫
遊
の
賢
規
は
決
し
て
一
撃
に
は
望
め
な
い
。
も
し
そ
こ
に
何
等
か
の
方
法
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
宗
教
論
に
撃
て
も
根
源
悪
克
服
の

途
は
結
局
歴
史
的
砒
會
に
於
け
る
倫
理
的
共
岡
三
の
建
設
に
ま
た
ね
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
よ
り
も
貸
せ
ら
れ
る
如
く
、
そ
れ
は
以
上
の
よ
う
な

人
聞
の
在
方
を
歴
典
的
に
と
ら
え
、
た
と
い
永
遽
に
完
全
な
歌
態
は
望
み
得
ぬ
と
し
て
も
、
少
し
で
も
目
的
の
王
國
に
近
づ
か
ん
と
す
る

漸
次
的
改
革
の
途
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
臼
的
の
王
國
賢
現
の
問
題
は
中
皮
哲
學
の
問
題
へ
と
持
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン

ト
は
『
世
界
市
民
的
見
地
に
於
け
る
一
般
歴
史
考
』
の
冒
頭
に
次
の
如
く
言
っ
て
い
る
。
　
『
形
而
…
上
紙
的
な
意
圏
か
ら
意
志
の
自
由
に
就

い
て
ど
の
よ
う
な
概
念
が
作
ら
れ
よ
う
と
も
、
意
志
の
現
象
、
邸
ち
人
閥
の
愚
筆
は
、
他
の
夫
々
の
自
然
現
象
巴
岡
じ
く
普
遍
的
自
然
法

則
に
依
っ
て
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
』
へ
≧
『
○
ρ
ψ
罵
）

　
我
々
は
こ
れ
迄
カ
ン
ト
の
道
徳
墨
筆
が
そ
の
潤
約
論
的
世
界
鞭
を
根
抵
に
有
す
る
こ
1
1
し
を
見
て
得
た
。
然
し
そ
の
世
界
親
を
以
っ
て
把

　
　
　
カ
ン
ト
無
恥
學
の
解
騨
と
そ
の
閥
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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四
二

握
さ
れ
る
の
は
ど
こ
迄
も
薪
通
の
白
然
法
則
に
支
配
さ
れ
る
自
然
の
王
國
で
あ
る
Q
で
は
カ
ン
ト
は
そ
の
自
然
の
王
國
を
ど
の
よ
う
に
把

え
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
？
・
カ
ン
ト
は
『
被
愚
物
の
凡
ゆ
る
自
然
的
素
質
は
何
時
か
完
全
に
、
そ
し
て
合
目
的
的
に
展
開
す
る
よ
う
に

規
定
さ
れ
て
い
る
。
』
（
≧
轡
O
。
・
ω
」
。
。
・
弟
［
命
題
）
或
い
は
、
『
自
撚
が
欲
し
た
と
こ
ろ
は
、
人
閤
は
彼
の
動
物
的
存
在
の
…
擬
械
的
秩
序
よ

り
も
優
れ
て
い
る
も
の
は
、
総
べ
て
之
を
悉
く
自
己
自
身
か
ら
取
出
し
、
そ
し
て
彼
が
本
能
か
ら
自
由
に
、
自
己
自
身
自
己
の
理
性
に
依

っ
て
創
造
し
た
幸
鵬
、
或
い
は
完
金
性
の
他
の
も
の
に
は
輿
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
』
（
帥
三
α
・
ω
・
H
ρ
塘
三
命
題
）
と
一
女
い
、
更
に

町
自
然
は
人
間
に
理
性
と
．
て
れ
に
基
づ
く
意
志
の
自
宙
を
興
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
既
に
人
閥
の
天
賦
に
託
す
る
自
然
の
告

知
で
あ
っ
た
。
』
（
Φ
σ
①
コ
塗
）
と
も
言
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
命
題
を
基
礎
と
し
て
考
え
る
な
ら
ぽ
、
　
カ
ン
｝
が
歴
皮
の
問
題
を
考
え
る

揚
玉
に
、
単
磁
が
今
迄
考
察
し
て
來
た
道
徳
法
則
を
申
心
と
す
る
目
的
論
的
世
界
槻
を
基
礎
と
し
、
歴
輿
を
そ
の
費
現
の
揚
と
考
え
て
い

る
こ
と
は
・
殆
ど
疑
を
客
れ
な
い
。

　
コ
般
歴
史
考
』
に
於
い
て
は
、
カ
ン
ト
は
更
に
、
自
然
は
人
間
の
自
然
的
素
質
の
褒
展
を
期
す
る
爲
に
人
類
に
そ
の
非
謎
交
的
髄
交
性

（
手
簡
ゆ
q
Φ
ω
〇
一
一
勝
q
①
　
∩
｝
①
の
①
一
新
9
q
犀
㊦
一
け
）
な
る
敵
封
關
係
（
跨
コ
欝
ひ
自
。
臣
ω
B
）
を
興
え
、
（
董
9
ω
・
卜
。
O
）
そ
の
よ
う
な
自
然
歌
態
を
克
服
す
る
爲
に

許
遍
的
に
法
を
行
う
市
民
漁
戸
會
へ
の
到
達
を
そ
の
最
大
の
問
題
と
し
て
課
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
更
に
『
完
金
に

正
し
き
市
民
的
憲
法
』
の
費
施
へ
の
要
請
と
な
り
、
又
そ
れ
は
箪
に
國
内
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
諸
國
雨
間
の
外
的
相
五
關
係
に
依
存

す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
國
昼
間
の
敵
営
闘
脚
湯
を
規
塾
す
る
爲
に
『
民
族
同
明
認
（
嘲
。
Φ
曾
ω
》
ヨ
℃
ぼ
。
嘗
。
禁
漁
ヨ
）
設
立
の
主
張
と
な
る
の
で

あ
る
。
　
カ
ン
ト
は
制
断
力
隠
語
に
於
い
て
も
、
人
間
相
互
の
不
立
業
を
自
然
的
素
質
の
養
達
と
結
ば
れ
た
『
輝
や
か
し
き
悲
悔
』
（
鋤
q
憲
挙

N
①
画
一
①
国
δ
ロ
自
）
と
呼
び
、
自
然
が
こ
の
よ
う
な
究
極
意
圃
を
遽
げ
得
る
爲
の
唯
一
の
形
式
的
制
約
が
市
民
的
祉
會
で
あ
り
、
更
に
『
貴

界
布
民
的
全
銀
』
ρ
≦
免
普
驚
m
①
誌
一
〇
げ
Φ
ω
O
p
。
爲
Φ
）
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
Q
（
駁
・
P
φ
・
ω
・
。
。
り
ω
）
こ
れ
ら
の
主
張
の
根
抵
に
、
『
理
論

に
於
て
は
正
し
く
と
も
忌
事
の
役
に
立
た
ぬ
と
い
う
俗
見
に
就
い
て
』
に
於
い
て
、
カ
ン
ト
が
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
に
反
饗
し
て
逃
べ
る
道

徳
的
信
仰
に
基
づ
い
た
人
類
の
進
歩
に
卜
す
る
思
想
が
あ
り
、
更
に
『
永
遼
混
和
の
爲
に
』
に
於
い
て
説
か
れ
る
心
妻
反
謝
の
思
想
が
あ
る



こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
に
カ
ン
ト
の
罐
史
槻
を
統
一
的
に
掘
落
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
↓
‘
0
ろ
う
。
鄭
ち
、
カ
ン
｝
は
罐
史
的
激
會

を
見
る
巡
合
、
そ
れ
を
二
つ
の
面
か
ら
見
て
い
る
。
一
つ
は
飽
迄
機
械
的
な
許
漁
戸
自
然
法
則
に
支
酎
さ
れ
る
所
謂
自
然
の
王
國
と
し
て

で
あ
り
、
一
つ
は
自
由
概
念
の
立
て
る
庸
的
の
王
國
と
し
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者
か
ら
生
じ
て
く
る
諸
々
の
葛
藤
が
後
者
に
依
っ
て

解
決
さ
れ
る
べ
き
揚
が
歴
皮
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
而
も
前
者
は
永
遽
に
完
全
な
状
態
に
は
達
し
得
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
は
進
歩
し

乍
ら
も
永
遠
に
績
い
て
ゆ
く
Q
齪
ち
、
環
費
の
問
題
が
理
念
的
な
も
の
に
於
て
、
現
在
の
問
題
が
未
來
的
な
も
の
に
持
込
ま
れ
、
蒲
も
そ

こ
に
於
い
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
カ
ン
ト
の
歴
更
哲
學
の
根
本
的
な
事
々
が
あ
る
と
雷
え
よ
う
。
藪
育
學
に
於
い

て
も
カ
ン
｝
は
懸
人
に
於
い
て
は
そ
の
本
領
の
達
成
は
望
む
べ
く
も
な
く
、
教
育
の
問
題
は
人
類
が
幾
世
代
も
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

達
成
す
べ
き
課
題
で
あ
る
と
い
い
、
又
『
兇
童
達
は
人
類
の
現
代
の
献
態
に
適
合
す
る
よ
う
に
で
は
な
く
、
將
來
可
能
的
な
よ
り
よ
き
献

態
に
、
鄭
ち
人
間
性
の
理
想
及
び
そ
の
垂
本
領
に
適
合
す
る
よ
う
に
教
育
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
』
（
勺
匿
9
・
ぴ
q
。
ひ
q
欝
ψ
念
望
）
　
と
言
っ
て
い
る

が
、
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
道
徳
哲
學
の
有
つ
歴
史
画
學
的
性
絡
を
教
育
學
も
亦
そ
の
儘
有
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

四
　
カ
ン
ト
教
育
學
の
膿
系
と
そ
の
問
題
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こ
れ
黒
虫
は
、
カ
ン
ト
教
育
學
の
思
想
が
カ
ン
ト
本
來
の
道
徳
哲
學
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
爲
に
、
從
來
種

々
に
誤
解
さ
れ
て
き
た
カ
ン
ト
道
徳
哲
學
の
根
本
的
性
格
を
探
ら
ん
と
し
て
大
き
な
迂
圏
を
試
み
て
來
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
道
徳
哲

學
の
根
抵
と
な
る
世
界
槻
は
、
最
初
に
輪
廓
を
描
い
た
藪
育
學
の
そ
れ
を
、
矛
盾
な
く
充
分
そ
の
儘
の
形
で
裏
付
け
得
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
大
霜
確
か
め
得
た
と
思
う
。
最
後
に
再
び
教
育
學
そ
の
も
の
に
立
返
っ
て
、
教
育
學
の
膿
系
的
分
類
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
黙
を
論

じ
て
お
こ
う
。

　
醜
に
逓
べ
た
如
く
、
　
カ
ン
ト
は
人
間
的
自
然
の
完
凝
性
を
大
き
な
秘
密
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
教
育
學
が
そ
の
よ
う
な
秘
籍
を

目
的
と
し
又
そ
れ
に
基
づ
い
て
趙
織
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
尋
問
で
あ
る
以
上
、
些
か
の
遺
漏
も
な
く
呉
膿
的
に
完
全
な
髄
系
を
組
織
す
る
こ

　
　
　
カ
ン
ト
教
育
學
の
羅
牒
と
そ
の
隅
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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四
四

と
は
寧
ろ
聯
の
業
で
あ
り
、
到
底
入
間
の
企
て
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
從
っ
て
人
聞
に
残
さ
れ
た
途
は
、
自
ら
の
轍
界
概
に
從
っ
て
出

歯
る
丈
完
金
に
近
い
膿
系
を
経
瞼
の
内
に
組
立
て
て
ゆ
く
他
ぱ
な
い
。
從
っ
て
そ
こ
に
は
磁
心
述
べ
て
來
た
先
験
酌
哲
學
的
亜
系
の
他
に

種
汝
の
心
理
臣
下
考
察
の
入
る
舩
地
が
あ
り
、
畜
賢
カ
ン
ト
は
教
育
學
に
於
い
て
、
到
底
一
つ
の
亜
系
に
溜
め
王
げ
る
こ
と
が
出
來
ぬ
程

種
汝
の
分
類
を
畢
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
最
初
に
蓮
べ
た
如
く
カ
ン
ト
の
教
育
學
が
前
後
十
二
年
の
聞
に
四
圏
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
と
い

う
事
情
に
も
よ
る
が
、
そ
の
根
本
に
は
人
間
と
い
う
概
念
の
極
め
て
把
握
し
難
い
複
…
雑
な
性
格
が
存
し
、
そ
れ
に
就
い
て
カ
ン
ト
が
そ
の

都
度
種
々
の
方
藤
か
ら
考
察
を
試
み
た
の
が
そ
の
よ
う
な
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
愚
わ
れ
る
。
心
事
は
到
底
そ
れ
ら

塗
部
を
網
羅
し
継
く
す
こ
と
は
出
來
ぬ
が
、
そ
の
中
で
最
も
根
本
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
就
い
て
論
じ
て
み
よ
う
。

　
教
育
學
に
關
す
る
カ
ン
ト
の
種
λ
な
膿
系
的
分
類
の
内
で
最
も
根
本
的
で
あ
る
の
は
教
育
學
を
大
き
く
自
然
的
教
育
と
賢
践
的
（
も
し

く
は
道
徳
的
）
教
育
と
の
二
つ
に
分
け
る
分
類
で
あ
る
と
思
う
。
リ
ン
ク
も
そ
の
編
纂
、
に
際
し
て
本
論
を
こ
の
二
つ
に
分
け
て
い
る
が
、
我

汝
が
今
迄
考
察
し
て
き
た
如
く
、
カ
ン
レ
の
道
徳
哲
學
は
叡
知
的
・
感
性
的
の
二
世
界
説
を
そ
の
根
抵
に
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
從
っ
て

そ
分
人
間
把
握
も
目
的
の
正
國
及
び
自
然
の
王
國
の
二
世
界
的
な
性
格
を
有
す
る
人
間
を
封
象
と
す
る
の
は
寧
ろ
當
然
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
カ
ン
ト
は
自
然
的
教
育
と
は
触
人
間
と
動
物
と
に
共
通
な
教
育
、
即
ち
保
育
（
＜
Φ
彗
℃
臨
Φ
騎
§
ひ
q
）
で
あ
る
。
』
（
震
量
α
q
◎
ぴ
q
警
ψ
駆
♂
）
と

言
い
、
賢
践
的
教
育
と
は
『
人
間
が
そ
れ
に
依
っ
て
自
由
に
行
爲
す
る
者
と
し
て
生
活
し
得
る
よ
う
に
陶
冶
さ
れ
る
べ
き
敏
育
』
（
Φ
σ
9
雷
）

で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

　
自
然
的
教
育
は
更
に
南
極
的
部
分
と
積
極
的
部
分
と
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
自
然
的
教
育
の
本
影
の
意
味
で
あ
る
と
こ
ろ
の

保
育
を
意
味
し
、
母
親
や
乳
母
の
仕
事
で
あ
る
授
筑
．
保
澄
に
つ
い
て
の
注
意
、
綴
蘇
・
揺
簸
・
碧
歩
車
・
習
渉
紐
等
の
使
用
の
可
否
等

に
つ
い
て
説
か
れ
る
が
、
そ
こ
に
一
貫
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
べ
て
入
標
的
器
具
の
使
用
は
有
機
的
・
理
性
的
存
在
者
に
内
在
す
る
自
然

の
目
的
に
知
る
故
有
筈
で
あ
る
と
言
い
、
つ
ま
ら
ぬ
覆
慣
な
ど
つ
け
ず
に
白
然
の
儘
に
さ
せ
る
が
よ
い
と
論
ず
る
極
め
て
ル
ソ
ー
的
な
特

色
を
示
す
鮎
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
積
極
的
部
分
に
於
け
る
教
化
に
就
い
て
は
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
は
㎝
．
主
に
人
聞
の
心
情
能
力
の
練
習
』
含
三
9
ψ
盆
9
で
あ
り
、

『
人
間
は
こ
の
黙
で
動
物
と
優
別
さ
れ
る
。
』
（
⑦
げ
①
孟
9
ユ
）
と
雷
う
。
も
し
こ
σ
書
物
が
箸
者
に
依
っ
て
一
貫
し
て
書
か
れ
、
そ
こ
に
學
問

的
に
嚴
綴
な
詞
の
定
義
が
要
求
さ
れ
る
な
ら
ば
『
人
間
と
動
物
に
共
通
』
で
あ
る
筈
の
自
然
的
敦
育
に
『
こ
の
黙
で
入
間
を
動
物
か
ら
蔑

締
す
る
』
特
徴
を
有
つ
心
情
能
力
の
練
直
を
含
ま
し
め
る
こ
と
は
矛
盾
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
は
自
然
的
教
育
と
い
う
詞
が
多
義

的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
れ
ば
解
決
さ
れ
、
カ
ン
ト
は
『
糖
紳
の
陶
冶
も
或
意
味
で
は
自
然
的
と
呼
ぶ
こ
と
が
砂
嵐
る
。
』
Q
玄
9

ψ
ホ
ε
と
言
っ
て
い
る
。
と
も
か
く
こ
の
積
極
的
な
敦
化
に
於
て
は
、
心
蒲
能
力
は
認
識
能
力
・
感
心
・
想
像
力
・
記
憶
・
機
智
等
の

下
級
能
力
と
悟
性
・
判
噺
力
・
理
性
等
の
上
級
能
力
に
分
け
ら
れ
、
下
級
能
力
の
教
化
は
絶
え
ず
上
級
能
力
に
顧
慮
し
て
の
み
爲
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
論
ぜ
ら
・
れ
る
Q

　
更
に
貧
践
的
も
し
く
は
婦
徳
的
歯
群
で
あ
る
が
、
自
然
的
教
育
と
費
践
的
教
育
の
相
異
に
就
い
て
は
、
カ
ン
ト
は
愚
考
に
於
て
は
練
習

と
訓
練
が
す
べ
て
の
基
礎
と
な
り
、
生
徒
に
と
っ
て
は
受
動
的
で
、
彼
等
は
格
率
を
知
る
必
要
は
な
く
、
他
人
が
彼
等
に
知
慧
を
貸
し
、

唯
そ
れ
に
從
え
ば
よ
い
の
に
毒
し
て
、
費
幾
的
教
育
に
於
て
は
す
べ
て
が
詳
密
に
基
づ
か
ね
ぽ
な
ら
ぬ
勲
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
そ
の
費
跨
的
教
育
は
、
8
技
能
に
糊
す
る
學
課
的
磯
械
的
陶
冶
乃
至
は
教
授
、
目
怜
綱
に
駕
す
る
賢
際
的
陶
治
、
勲
業
徳
性
に
閥
す

る
道
徳
的
陶
冶
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
（
凶
器
阜
ψ
一
曹
）
Q
8
は
個
入
が
凡
ゆ
る
目
的
を
上
手
に
達
成
す
る
爲
、
即
ち
鯛
人
的
償
緯
を
與
え

る
爲
で
あ
り
、
口
は
雷
民
と
し
て
の
敷
養
を
得
る
、
邸
ち
公
的
債
緯
を
得
る
爲
で
あ
り
、
臼
は
粂
人
類
に
議
す
る
債
短
を
獲
得
す
る
爲
で

あ
る
と
カ
ン
ト
は
言
う
が
、
日
に
つ
い
て
は
更
に
こ
れ
は
『
自
然
的
教
育
に
嘗
て
も
同
様
に
秘
め
か
ら
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
そ
う
で
な
い
と
、
容
易
に
鋏
陥
が
根
を
下
ろ
し
後
と
な
っ
て
は
如
何
な
る
教
育
技
術
を
以
て
し
て
も
無
駄
な
結
果
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
』
（
Φ
σ
①
障
山
動
）
と
雷
っ
て
い
る
。

　
教
育
の
分
類
に
就
い
て
は
未
だ
他
に
種
付
畢
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
三
塁
べ
た
分
類
に
就
い
て
私
の
淀
珍
し
た
い
こ
と
は
、
も
し
キ
ュ
ー

ン
の
如
く
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
學
が
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ツ
シ
ュ
で
あ
る
と
の
晃
解
を
と
れ
ば
、
そ
の
前
提
の
下
で
は
以
上
の
公
類
が
根
本
的

　
　
　
カ
ン
ト
面
高
學
の
解
罧
と
そ
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
潤
蹴
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哲
學
研
究
　
　
錦
四
胃
蹴
十
一
鞭
聯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囲
桝
山
ハ

に
威
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
の
見
解
と
い
う
の
は
カ
ン
ト
道
徳
哲
學
は
嚴
格
主
義
的
で
あ
っ
て
定
言
的
命
法

以
外
の
も
の
に
從
う
こ
と
は
道
徳
法
則
を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
Q
も
し
カ
ン
｝
の
意
味
す
る
道
徳
法
則
が
そ
の
よ

う
に
痴
言
的
命
法
を
許
容
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
右
の
分
類
の
中
で
格
率
に
關
係
す
る
賢
践
無
教
育
に
於
い
て
技
能
・

癖
直
等
を
論
ず
る
の
は
道
徳
法
則
を
傷
つ
け
る
所
以
で
あ
り
、
更
に
重
大
な
こ
と
は
自
然
的
教
育
は
一
方
的
に
斥
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
な
面
か
ら
い
え
ば
、
キ
ュ
ー
ン
は
ま
さ
し
く
こ
の
理
由
か
ら
カ
ン
ト
藪
育
學
を
前
壷
制
期
的
と
結
論

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
既
に
指
摘
し
た
如
く
、
私
は
そ
こ
に
キ
ュ
ー
ン
の
道
徳
暫
學
に
謝
す
る
誤
解
が

前
提
と
し
て
存
す
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
我
六
が
今
迄
探
求
し
て
き
た
如
く
、
道
徳
法
則
は
む
し
ろ
入
間
的
自
然
を
完
全
に
螢
展
さ
せ
る
こ
と
を
意
閥
す
る
も

の
で
あ
り
、
而
も
歴
皮
に
於
け
る
人
類
登
膿
の
進
歩
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
定
言
的
命
法
は
必
ず
し
も
假
言
雨
下
法
を

拒
否
せ
ず
、
潤
い
意
味
で
掘
握
さ
れ
た
入
間
に
隠
し
て
、
檬
々
な
爽
展
の
要
素
と
段
階
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
何
等
の
矛
盾
も
存
し
な

い
。
自
然
的
敦
育
の
自
然
と
い
う
語
が
檬
汝
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
師
に
指
摘
し
た
が
、
私
は
カ
ン
ト
の
こ
れ
ら
の
分
類

は
、
目
的
論
的
世
界
親
の
上
か
ら
反
省
的
に
把
握
さ
れ
た
登
膿
的
人
間
を
、
経
験
的
な
立
揚
か
ら
再
構
成
せ
ん
と
す
る
試
み
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
於
て
は
、
自
然
的
敷
育
と
費
践
的
教
育
へ
の
分
類
は
人
聞
の
振
本
的
に
二
元
的
な
性
格
に
下
め
て
適
合

し
た
分
類
で
あ
る
と
思
う
。

　
以
上
の
分
類
の
他
に
主
な
も
の
と
し
て
は
教
育
の
段
階
を
、
e
訓
練
（
U
冨
N
豊
富
蝕
①
圏
鐸
雛
伽
q
）
　
口
教
化
（
図
乱
江
く
δ
触
g
類
σ
Q
）
　
日
開
化

（
N
即
く
嬬
一
ω
一
Φ
袖
口
謬
ゆ
q
）
　
四
徳
化
（
護
。
塊
p
。
一
過
輿
¢
欝
槻
）
の
四
つ
に
分
け
る
分
類
が
あ
り
、
カ
ン
ト
は
8
を
『
入
門
性
が
動
物
性
に
依
っ
て
殿

わ
れ
ぬ
よ
う
に
防
止
す
る
こ
と
』
脚
ち
『
野
性
を
馴
致
す
る
こ
と
』
で
あ
り
、
口
は
『
技
能
を
興
え
る
こ
と
』
で
あ
り
、
日
に
就
い
て
は

『
人
間
は
亦
人
聞
祉
會
に
適
し
、
人
か
ら
愛
さ
れ
、
影
響
力
を
有
つ
べ
く
怜
痢
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
い
、
四
を
『
す
べ
て
の
人
が

是
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
擁
す
べ
て
の
人
の
目
的
』
で
も
あ
り
得
る
よ
う
な
『
善
い
昌
的
だ
け
を
探
ぶ
よ
う
な
心
術
を
獲
得
す
る
こ
と
』



　
　
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
Q
こ
の
分
類
は
、
8
を
自
撚
的
教
育
、
口
日
四
を
賢
践
的
尽
目
の
夫
々
の
段
階
に
適
臆
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
出

　
　
來
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
分
類
の
問
題
か
ら
も
、
我
λ
は
教
育
學
と
道
徳
哲
學
と
の
關
係
を
次
の
如
く
結
論
し
得
る
。
帥
ち
、
教
育
學
は
威
程
キ
ュ
ー

　
　
　
ン
の
雷
う
が
如
く
前
批
判
期
的
、
い
わ
ぽ
ル
ソ
ー
的
な
も
の
を
も
含
ん
で
い
る
が
、
批
制
期
以
後
の
道
徳
哲
學
は
必
ず
し
も
そ
れ
を
一
方

　
　
的
に
斥
け
る
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
そ
れ
ら
を
包
ん
で
発
仁
心
に
生
か
す
こ
と
が
カ
ン
｝
沙
壌
哲
學
の
眞
の
意
圓
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と

　
　
こ
ろ
で
我
々
が
最
後
に
試
み
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
今
迄
述
べ
來
つ
た
よ
う
な
道
徳
哲
學
に
裏
付
け
ら
れ
た
カ
ン
ト
教
育
學
が
、
現

　
　
在
我
λ
が
教
育
の
問
題
を
考
え
る
時
に
ど
の
よ
う
な
詳
悉
を
窟
つ
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
方
カ
ン
ト
道
徳
哲
學
の

　
　
性
絡
を
現
代
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
Q

　
　
　
ジ
ョ
ン
。
デ
ュ
ウ
ィ
ー
は
そ
の
主
著
『
民
主
々
義
と
教
育
』
の
中
に
於
い
て
カ
ン
ト
藪
育
學
を
批
許
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
彼

　
　
は
カ
ン
塾
教
育
學
の
思
想
を
略
述
し
て
、
そ
れ
は
十
八
世
紀
に
於
け
る
庶
人
主
義
的
世
界
主
義
の
特
色
を
明
ら
か
に
表
現
し
、
個
入
的
人

　
　
格
の
完
垂
な
る
獲
展
を
金
人
類
の
目
酌
及
び
進
上
の
槻
念
と
樹
一
面
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
中
に
は
教
育
の
園
家
管
理
及
び

　
　
田
家
規
整
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
観
念
が
妨
筈
さ
れ
る
催
れ
が
充
分
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
果
し
て
カ
ン
ト
の
時
代
か
ら
二
十
年
も

　
　
経
た
ぬ
内
、
彼
の
哲
學
的
後
記
者
た
る
へ
…
ゲ
ル
や
フ
ィ
ヒ
テ
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
職
孚
の
闘
に
あ
っ
て
國
家
の
主
要
な
機
能
は
比
婆
的
で
あ

　
　
る
と
唱
え
、
こ
れ
に
從
っ
て
、
ド
イ
ツ
は
世
界
で
最
初
に
小
謡
校
か
ら
大
錨
に
至
る
教
育
の
受
壷
管
理
を
費
施
し
、
生
育
は
圃
家
理
想
の

　
　
實
現
と
見
微
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
こ
の
こ
と
か
ら
デ
ュ
ウ
ィ
ー
は
二
つ
の
結
論
を
導
き
繊
し
て
い
る
。
一
つ
は
『
言
入
的
敏

　
　
育
観
と
か
肚
密
着
教
育
親
と
か
い
う
詞
が
、
漠
然
と
考
え
ら
れ
た
り
、
そ
の
前
後
關
係
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
た
り
す
る
揚
々
に
は
壼
く
無

　
　
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
』
（
O
。
ヨ
8
ヨ
蔓
二
輪
胸
ユ
ニ
＄
昏
剛
。
ジ
。
・
同
這
）
で
あ
り
、
第
二
に
は
『
民
主
的
砒
會
に
於
け
る
、
叉
民
主
的
就
會

　
　
の
爲
の
教
育
の
根
本
問
題
の
一
つ
は
、
國
家
目
的
と
よ
り
蹴
転
な
批
會
目
的
と
の
烏
鷺
か
ら
起
る
と
い
う
こ
と
』
魚
藻
9
℃
」
一
ω
）
で
あ

　
　
る
。
そ
し
て
デ
訊
ウ
ィ
ー
は
、
こ
の
理
想
を
費
現
す
る
爲
に
は
沿
麺
的
な
力
法
で
は
問
題
は
解
決
さ
れ
得
ぬ
こ
と
を
論
じ
、
藪
育
が
一
つ

搦　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
敏
育
…
學
の
解
…
馨
と
そ
の
闇
　
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
七
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彗
學
餌
究
　
嬉
醐
昨
充
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
八

の
階
級
が
他
の
階
級
を
利
用
す
る
こ
と
を
よ
り
容
易
に
す
る
道
具
と
し
て
積
極
的
に
絹
い
ら
れ
ぬ
よ
う
に
注
意
す
る
丈
で
は
不
充
分
で
あ

り
、
積
極
的
に
、
箪
に
名
資
上
の
み
な
ら
ず
山
際
に
経
濟
的
不
…
干
等
の
結
栗
を
緩
和
し
、
す
べ
て
の
人
に
そ
の
第
二
の
國
民
を
し
て
均
等

な
教
育
の
擬
曾
を
得
さ
せ
る
爲
に
充
分
な
學
校
の
便
宜
が
保
諺
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
又
富
家
間
の
關
係
に
就
い
て
も
、
窺
に
鞍
争
の
害

毒
を
教
え
た
り
、
國
際
的
嫉
妬
や
敵
帯
心
を
防
止
す
る
の
み
な
ら
ず
、
積
極
的
に
地
理
的
隈
界
を
超
越
し
て
盃
人
類
の
共
同
的
事
業
と
共

同
的
結
果
を
も
た
ら
す
爲
に
國
民
を
結
合
さ
す
べ
き
凡
ゆ
る
手
段
が
利
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
説
い
て
い
る
（
帥
げ
剛
匹
も
・
に
δ
Q

　
以
上
の
よ
う
な
カ
ン
ト
に
封
ず
る
デ
ュ
ウ
ィ
ー
の
批
制
は
、
カ
ン
ト
の
訣
陥
と
二
時
に
そ
の
優
れ
た
黙
を
も
指
摘
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
脚
ち
、
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
の
巌
史
哲
学
に
就
い
て
論
じ
た
際
に
指
摘
し
た
そ
の
理
念
的
性
絡
の
膨
面
を
衝
く
も
の
で
あ
る
が
、
カ

ン
ト
の
道
徳
哲
學
の
形
式
主
嚢
は
、
今
迄
非
難
さ
れ
た
如
く
そ
の
賢
質
を
無
醜
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
も
、
そ
こ
に
把
握
さ
れ
る
賢
賛

は
、
ど
う
し
て
も
蓮
徳
皇
位
を
通
し
て
意
識
さ
れ
た
理
念
と
し
て
の
實
質
で
あ
り
、
量
的
の
王
國
に
於
け
る
費
質
で
あ
る
。
從
っ
て
、
そ
の

雁
皮
哲
學
に
於
い
て
画
家
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
る
揚
合
も
、
そ
の
國
家
は
飽
迄
も
理
念
と
し
て
の
國
蒙
で
あ
り
、
法
の
強
制
力
の
根
源
と
し

て
國
民
の
一
致
し
た
意
志
に
暴
つ
い
た
根
源
的
契
約
（
彗
ω
欝
⇔
昌
韻
稀
。
び
①
触
く
①
霧
轟
塑
q
）
と
し
て
の
國
家
で
あ
る
（
↓
冨
。
騰
・
℃
鑓
×
・
ω
・
b
。
＄
）
。

然
し
賢
際
の
圃
家
に
於
い
て
、
こ
の
よ
う
な
國
民
の
一
致
し
た
意
志
で
あ
る
根
源
的
契
約
と
い
う
も
の
が
考
え
得
る
か
否
か
？
　
こ
の
こ

と
に
就
い
て
は
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
は
何
も
事
費
と
し
て
前
提
す
る
必
要
は
な
く
、
そ
れ
は
箪
な
る
理
念
に
急
ぎ
ぬ
。
然
し
そ
の
理
念
は
費

践
的
費
在
性
を
撃
つ
べ
き
で
み
る
と
書
っ
て
い
る
（
④
ぴ
。
昌
伍
陣
）
。
と
こ
ろ
が
賢
際
の
國
家
に
於
い
て
は
爲
政
者
の
意
志
は
決
し
て
理
念
で

は
な
い
。
寧
ろ
逆
に
、
爲
政
者
の
費
質
酌
な
意
志
が
こ
の
よ
う
な
哲
學
を
利
用
し
て
理
念
と
し
て
提
出
さ
れ
る
場
合
が
充
分
あ
り
得
る
し
、

叉
不
幸
に
し
て
早
上
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
形
式
主
義
に
就
い
て
論
じ
た
際
に
、
マ
ヴ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
カ
ン
ト
の
こ
の

方
里
で
は
軍
な
る
心
理
茶
事
資
と
理
性
的
事
資
と
匿
別
さ
れ
得
な
い
黙
を
指
摘
し
て
い
る
旨
蓮
べ
て
お
い
た
が
、
こ
の
カ
ン
ト
の
溺
黙
は

敷
育
の
問
題
に
於
い
て
も
、
デ
ュ
ウ
ィ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ど
う
し
て
も
實
質
的
な
前
後
關
係
を
離
れ
て
軍
に
理
念
の
閲
か
ら
理
想

を
説
く
結
果
と
な
り
、
世
界
主
義
を
煮
え
つ
つ
も
現
賢
に
は
脆
く
も
國
家
・
王
義
に
利
摺
さ
れ
る
と
い
う
歴
皮
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で



あ
る
Q
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然
し
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
鉄
魚
は
、
決
し
て
発
面
的
に
ガ
ン
ト
の
教
育
學
の
無
用
を
誰
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
面
で
は
そ
の
欲

陥
と
な
っ
た
そ
の
理
念
的
性
格
は
、
實
質
的
前
後
饗
宴
を
熱
意
昧
で
離
れ
る
が
故
に
反
面
却
っ
て
永
遠
の
理
想
を
説
き
得
る
の
で
あ
る
。

そ
の
理
想
の
正
し
さ
は
、
デ
ュ
ウ
ィ
ー
の
所
説
が
飽
迄
カ
ン
ト
の
説
く
理
想
の
線
に
浩
っ
て
、
そ
の
蜜
質
的
裏
付
け
と
も
い
う
べ
き
學
校
．

施
設
の
完
備
一
世
界
的
共
同
事
業
の
断
書
等
の
積
極
的
方
策
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
依
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
㎝
、
こ
の
枇
界
に
於
い

て
は
伺
庭
に
も
、
否
、
廣
く
こ
の
世
界
の
外
に
於
い
て
も
、
唯
善
き
意
志
の
外
に
は
無
制
約
的
に
善
と
見
徹
さ
れ
得
る
よ
う
な
も
の
は
考

え
ら
れ
な
い
Q
』
こ
の
カ
ン
ト
の
・
詞
は
、
如
何
な
る
混
齪
の
申
に
あ
っ
て
も
そ
の
意
義
を
失
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
Q
　
　
、
（
了
）

　
（
詫
）
　
一
引
書
文
の
ペ
ー
ジ
付
け
ば
一
…
…
っ
の
批
判
帰
日
に
つ
い
て
は
、
出
版
當
臨
の
原
典
の
頁
暫
け
に
よ
り
、
そ
の
他
の
音
作
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集

　
　
　
瓢
よ
る
。
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his　outer　world．

An　lnterpretation　of　．Kant’s　1’edagogi　es

　　　　　　　　　　　　　and　its　Problems．

BN　Takuzi　Kadowaki

　　According　to　the　£ormer　interpretations　oi　Kant’s　pedagogics，　its

thought　has　been　considered　not　as　part　of　his　own　original　philosophy，

but　as　belonging　to　his　pre－critical　period，　and　formed　to　a　great　extent

under　the　influence　of　Rousseau．

　　The　main　reason　for　sucla　an　appraisal　of　Kant’s　pedagogics　may　be

found　in　the　fo11owing　£act．　While　the　end　．of　Kant’s　pedagogics　is　the

pertection　of　human　natures，　his　own　mora｝　philosophy　refuses　to　make

it　a　motive　of　moral　conduct．　For　if　concrete　human　natures　as　such　were

to　be　made　motives　of　conduct，　there　would　be　no　universality　o£　the

maxims　of　moral　conduct．　ln　consequence，　Kant’s　pedagogics　has　been

considered　to　be　a　sort　of　eudaemonism，　quite　contrary　to　the　Peculiar

thought　o£　Kant’s　moral　philosophy．

　　However，　we　have　to　argue　that　to　fnake　the　perfection　of　human

natures　the　alm　o£　pedagogics　does　not　necessarily　mean　to　make　it　a

motive　of　moral　conduct．　On　the　contrary，　the　per｛ect　human　nature，

whicla　is　once　rejected　as　a．motive　of　moral　conduct，　may　well　be　the

regulative　end　of　moral　teleology．　Kant’s　moral　philosoplay　does　not

neglect　the　existence　of　actual　human　natures　；　only　he　regards　them　as

teleological　ideas　of　itse王f．　Accordingly，　K鋤t’s　pedagogics　a獄d斑oral

philosophy　do　not　contradict　with　each　other，　but　basically　have　the

same　objective．　Kant’s　pedagogics　must　be　discussed　on　the　basis　of

the　true　understandidg　of　hiS　moral　philosophy・
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