
ツ
イ
ラ
ー
教
育
学
の
基
本
的
性
格
と
教
育
目
的
論

庄
　
司

他
　
人
　
男

は

じ
め
に

　
本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
教
授
理
論
史
に
お
け
る
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義

の
役
割
を
解
明
す
る
た
め
の
基
礎
的
作
業
と
し
て
、
ツ
ィ
ラ
ー

（
ブ
ヨ
ニ
①
㌘
富
二
r
畠
o
。
～
）
教
育
学
の
基
本
的
性
格
と
教

育
目
的
論
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
ヵ
に
お
け
る
数
少
な
い
ヘ
ル
バ
ル
ト
研
究
者
の
一
人
で

あ
る
ダ
ソ
ケ
ル
は
、
「
ツ
ィ
ラ
ー
が
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
名
前
を
再
輿

さ
せ
る
の
に
大
き
な
尽
力
を
し
た
と
す
れ
ば
、
ラ
イ
ソ
は
そ
の
名

前
を
世
界
的
に
有
名
に
す
る
の
に
最
も
貢
献
し
た
人
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
固
　
　
囲
　
　
固
　
　
苗
　
　
画
　
　
画
　
　
圃

特
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
は
ラ
イ
ソ
主
義

（
射
巴
巳
ω
s
）
で
あ
っ
た
u
α
と
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
移

入
さ
れ
た
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
が
屯
直
接
的
に
は
ラ
イ
ソ
の
影
響
が

強
か
っ
た
と
し
て
も
、
彼
の
教
育
学
が
全
面
的
に
ツ
ィ
ラ
ー
に
依

存
し
て
い
た
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
南
本
稿
は
ツ
ィ
ラ
ー
に
つ
い
て
究
明
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
巾
さ
ら
に
ツ
ィ
ラ
ー
の
教
育
学
は
ヘ

ル
バ
ル
ト
に
論
及
す
る
こ
と
な
し
に
は
語
れ
な
い
。
そ
れ
で
抽
ま

ず
第
一
章
で
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
教
育
目
的
論
の
特
徴
を
明
ら
か

に
す
る
よ
う
努
め
た
い
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
お
い
て
は
可
教
育
目
的

は
彼
の
教
育
学
体
系
全
体
を
構
築
す
る
要
．
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
南

第
二
章
で
ツ
ィ
ラ
i
教
膏
学
の
基
本
的
性
格
を
論
ず
る
際
に
必
要

と
な
る
手
が
か
り
も
南
ほ
ぼ
こ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

第
三
章
で
は
用
ツ
ィ
ラ
ー
に
お
け
る
教
育
目
的
論
の
特
徴
を
、
で

き
る
だ
け
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
場
合
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
考
察
し
て
ゆ

き
た
い
。

　
な
お
冊
筆
者
は
す
で
に
「
独
米
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
教
授
理
論
の
比

較
（
そ
の
三
）
1
教
育
目
的
論
を
中
心
と
し
て
」
⑫
に
お
い
て
向

こ
の
点
に
関
す
る
若
干
の
解
明
を
試
み
て
い
る
の
で
冊
本
稿
は
そ

れ
を
さ
ら
に
深
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一78一



、
ヘ
ル

ノ、

ル
ト
に
お
け
る
教
育
目
的
の
特
徴

　
ヘ
ル
パ
ル
ト
の
教
育
目
的
論
は
、
表
現
の
仕
方
や
力
点
の
置
き

ど
こ
ろ
に
関
し
て
は
前
後
に
多
少
の
変
化
は
あ
っ
た
が
地
「
道
徳

的
性
格
」
の
形
成
を
教
育
の
究
極
的
目
的
に
か
か
げ
、
そ
こ
に
至

る
よ
り
直
接
の
教
授
の
昌
的
と
し
て
「
多
方
興
味
」
を
位
置
づ
け

る
点
で
は
、
終
始
一
貫
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
教

授
の
究
極
的
目
的
は
な
る
ほ
ど
道
徳
性
の
概
念
に
あ
る
。
し
か
し

そ
こ
に
到
達
す
る
た
め
に
、
と
り
わ
け
教
授
に
課
さ
れ
る
よ
り
近

　
　
　
　
　
宙
　
　
田
　
　
画
　
　
画
　
　
画
　
　
画

い
目
的
は
南
輿
味
の
多
方
性
（
＜
甘
巴
竃
二
阻
冨
二
蝕
8

H
算
簑
2
器
ω
）
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
u
6
と
は
亜

こ
の
こ
と
を
き
わ
め
て
簡
潔
に
述
べ
た
も
の
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

彼
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
道
徳
性
を
教
育
目
的
に
か
か
げ

る
こ
と
自
体
は
決
し
て
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
彼
の
功
績
は
そ

の
目
的
を
確
実
に
達
成
す
る
筋
道
を
理
論
的
、
体
系
的
に
確
立
し

よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
教
育
史
上
科
学
的
教
育
学
の
父

と
呼
ば
れ
る
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
章
の
課
題
は
、
ま
ず
ヘ
ル
バ
ル
ト
自
身
に
お
け
る
教

育
園
的
の
特
徴
を
で
き
る
だ
け
構
造
的
に
解
明
し
て
、
ド
イ
ツ
固

ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
と
の
関
連
で
問
題
と
な
る
諸
論
点
の
整
理
を
す

る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
第
一
に
注
目
さ
れ
る
の
は
南
彼
が
道
徳

性
を
単
に
教
育
の
最
高
目
的
と
し
た
ば
か
り
で
な
く
閑
唯
一
で
し

か
も
教
育
活
動
全
体
を
包
括
す
る
昌
的
と
し
て
位
置
づ
け
た
ケ
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
曲
　
　
画
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画
　
　
画
　
　
　
画

で
あ
ろ
う
。
「
教
育
の
唯
一
に
し
て
全
体
の
課
題
は
南
道
徳
性
と

い
う
概
念
で
と
ら
え
ら
れ
る
」
μ
と
い
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
簡
潔
で
は
あ
る
が
彼
の
教
育
学
が
初
め
て
体
系
的
に
ま
と

め
ら
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
る
『
教
育
の
主
要
任
務
と
し
て
の
世
界

の
美
的
表
現
』
に
お
け
る
、
冒
頭
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
れ
は
教

育
良
的
と
し
て
何
を
か
か
げ
る
か
と
一
い
う
間
題
以
上
の
重
要
な
も

の
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
教
育
目
的
も
、
そ
れ

に
よ
っ
て
教
育
活
動
が
導
か
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
雨
ヘ
ル
バ

ル
ト
に
お
い
て
は
拘
さ
ら
に
そ
れ
は
教
育
学
体
系
全
体
を
構
築
す

る
上
で
毛
原
理
的
な
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
主
著
『
一
般
的
教
育

学
』
に
「
教
育
の
園
的
か
ら
導
か
れ
た
」
（
竃
眈
宗
畠
N
峯
①
鼻

q
竃
国
冨
－
①
ぎ
掃
き
囎
巴
①
二
①
叶
　
）
と
い
う
副
題
が
つ
い

て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
南
そ
の
こ
と
を
具
体

的
に
論
じ
た
例
の
一
つ
に
次
の
一
節
が
あ
る
。

　
教
育
の
上
う
に
測
り
知
れ
な
い
ほ
ど
多
様
で
、
し
か
も
そ
の
す

　
べ
て
の
部
分
が
き
わ
め
て
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
営
み
の
全

　
　
　
　
固
　
　
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
固
　
　
画
　
　
画

　
体
を
、
一
つ
の
思
想
に
お
い
て
と
ら
え
軸
そ
こ
か
ら
プ
ラ
ソ
の
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岨
　
　
画
　
　
苗
　
　
　
固
　
　
固

　
統
一
と
統
合
的
な
力
が
生
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と

　
い
う
必
要
性
が
、
い
っ
そ
う
強
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
1
だ
か
ら
軸
教
育
研
究
の
成
果
に
目
を
向
け
、
そ
れ
を
完
全

　
に
有
用
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
成
果
に
は
不
可
欠
の

　
統
一
、
さ
ら
に
は
雨
成
果
が
ぞ
こ
か
ら
期
待
さ
れ
る
原
理
の
統

　
一
可
を
要
求
し
、
前
提
と
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
崎

こ
の
「
原
理
の
統
一
」
の
要
と
な
る
の
が
教
育
目
的
と
し
て
の
道

徳
性
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
点
を
ヘ
ル
パ
ル
ト
に
お
け

る
教
育
目
的
の
特
徴
と
し
て
最
初
に
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
道
徳
性
が
こ
の
よ
う
に
重
大
な
任
務
を
課
さ
れ
る
こ
と

に
な
れ
ば
雨
そ
れ
は
そ
の
任
に
耐
え
ら
れ
る
だ
け
の
内
実
を
傭
え

て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
甲
道
徳
性
の
概
念
を

「
拡
大
」
す
る
と
い
う
第
二
の
特
徴
が
導
か
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
固
　
　
　
圃
　
　
固

　
道
徳
性
を
人
問
お
よ
び
教
育
の
全
体
的
目
的
と
し
て
設
定
す
る

　
た
め
に
は
亜
を
ゆ
概
釦
む
娠
大
巾
か
声
個
」
ど
－
わ
ゆ
築
舞
耶
静

　
個
　
　
画
　
　
画
　
　
画

　
性
の
条
件
で
あ
る
必
要
な
諸
前
提
を
指
摘
す
る
こ
と
が
要
求
さ

　
れ
る
。
⑯

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
拡
大
」
が
な
さ
れ
な
い
な
ら
ば
喝
彼

の
教
育
目
的
論
は
言
う
に
及
ば
ず
、
全
教
育
体
系
が
成
立
で
き
な

く
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
圃
　
　
画
　
　
　
　
　
画
　
　
画
　
　
画
　
　
曲
　
　
画

　
で
は
南
道
徳
性
の
ど
こ
を
ど
の
よ
う
に
「
拡
大
」
す
る
必
要
が

あ
る
と
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
高
久
氏
も
指
摘
す
る

よ
う
に
、
そ
れ
は
「
カ
ソ
ト
お
よ
び
こ
れ
に
連
在
る
人
々
の
観
念

論
の
立
場
か
ら
考
え
る
道
徳
性
」
σ
で
あ
る
。
当
時
の
主
流
を
な

し
て
い
た
観
念
論
哲
学
に
対
す
る
徹
底
的
批
判
は
、
そ
の
ま
ま
彼

の
リ
ァ
リ
ズ
ム
の
立
場
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張

を
ヘ
ル
バ
ル
ト
自
身
に
語
ら
せ
れ
ば
っ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　
固
　
　
画
　
　
掴

　
先
験
的
自
由
は
南
人
間
の
内
的
現
象
で
あ
る
意
識
に
け
っ
し
て

　
関
与
す
べ
き
で
な
い
し
、
ま
た
で
き
も
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し

　
て
屯
わ
れ
わ
れ
誰
も
が
も
つ
選
択
の
魯
由
と
い
う
も
の
は
、
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画
　
　
曲

　
れ
わ
れ
が
自
己
の
中
で
も
っ
と
も
美
し
い
現
象
と
し
て
尊
重
し
南

　
自
身
の
他
の
諸
現
象
の
中
で
も
き
わ
だ
た
せ
た
い
と
願
っ
て
い

　
る
・
も
の
で
あ
り
ー
こ
れ
を
こ
そ
教
師
は
ひ
き
起
こ
し
苅
堅
持

　
し
た
い
と
努
め
る
の
で
あ
る
。
帽

　
観
念
論
の
哲
学
に
よ
れ
ば
南
道
徳
的
自
由
は
「
先
験
的
自
由
」

と
さ
れ
、
経
験
的
世
界
を
超
越
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
う
い
う

こ
と
に
た
る
と
、
日
々
の
学
習
活
動
を
通
し
て
一
歩
一
歩
連
続
的

に
屋
的
に
近
づ
か
せ
よ
う
と
す
る
教
育
活
動
は
説
明
で
き
な
い
こ

と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
咀
例
え
ば
「
汝
の
意
志
の
格

率
が
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し
う
る
よ
う
に
行

為
せ
よ
u
と
い
う
よ
う
に
、
道
徳
性
を
形
式
的
に
規
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
悔
「
そ
の
よ
う
に
道
徳
性
が
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た
だ
形
式
的
に
だ
け
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
、
人
問
の
行
動
に

対
す
る
窮
屈
で
き
び
し
い
検
閲
の
規
則
と
し
て
作
周
す
る
だ
け
で

あ
っ
て
曲
と
て
も
人
間
の
活
動
を
推
進
し
た
り
苅
方
向
づ
け
る
よ

う
な
力
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
骨
格
だ
け
の
道
徳
性
で
は
な
く
柚

血
や
肉
を
伴
っ
た
道
徳
性
が
必
要
た
の
で
あ
る
u
⑲
　
こ
れ
が
、

ヘ
ル
バ
ル
ト
に
お
い
て
概
念
拡
大
が
必
要
と
さ
れ
た
理
由
で
あ
り
軸

そ
の
方
向
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
経
験
的
世
界
か
ら
手
の
と
ど

か
な
い
も
の
と
し
て
南
固
苦
レ
い
形
式
で
と
ら
え
る
の
で
な
く
南

も
っ
と
感
情
や
知
性
を
も
含
む
人
間
行
動
全
体
に
か
か
わ
る
も
の

と
し
て
把
握
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
道
徳
性
は
現
実
の
教
育
活
動

　
　
　
固
　
　
画
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画
　
　
画
　
　
画

を
導
く
唯
一
に
し
て
全
体
的
な
教
育
圓
的
と
は
な
り
得
な
い
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
言
っ
て
も
「
拡
大
」
の
間
題
は

こ
れ
が
す
べ
て
で
は
な
い
の
で
南
と
り
あ
え
ず
こ
こ
ま
で
を
そ
の

第
一
段
と
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
、
彼
が
『
教
育
の
主
要
任
務
と
し
て
の
世
界
の
美
的
表
現
』

と
い
う
と
き
の
「
世
界
し
と
は
南
ま
さ
に
こ
の
人
問
行
動
全
体
に

か
か
わ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
「
美
的
表
現
」
を
学
習
者
で
あ
る

子
ど
も
の
側
か
ら
み
れ
ば
「
美
的
理
解
」
と
な
る
。
そ
し
て
、

「
世
界
の
美
的
理
解
と
い
う
概
念
は
、
人
問
の
欲
求
の
美
的
理
解

と
い
う
概
念
よ
り
広
く
悔
し
た
が
っ
て
道
徳
性
が
直
接
的
に
要
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

し
て
い
る
概
念
よ
り
も
広
い
u
¢
と
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
言
う
。
つ
ま

り
「
美
的
理
解
」
は
道
徳
性
を
実
現
す
る
不
可
欠
の
前
提
で
は
あ

る
が
南
そ
れ
自
体
は
「
道
徳
性
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
別
の
領
域
」
と
さ

れ
る
。
そ
れ
が
道
徳
性
に
ま
で
進
む
と
き
に
は
「
服
従
す
る
意
志
」

と
「
命
令
す
る
意
志
」
が
間
題
と
な
る
が
悔
と
に
か
く
道
徳
性
概

念
を
「
拡
大
」
し
よ
う
と
す
る
彼
は
南
道
徳
性
の
基
盤
と
な
る

「
美
的
理
解
」
を
直
接
的
な
道
徳
性
か
ら
解
放
す
る
の
で
あ
る
。

「
道
徳
性
が
直
接
的
に
要
求
す
る
領
域
に
だ
け
と
ど
ま
っ
て
は
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

の
道
徳
は
期
待
で
き
な
い
u
G
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
拡
大
」

の
第
二
段
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ツ
ィ
ラ
i
や
ラ
イ
ン
と
の
関
係

で
特
に
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
こ
の
「
世
界
の
美
的
　
一

理
解
」
を
教
授
の
場
面
に
ひ
き
も
ど
し
て
言
え
ば
雨
「
多
方
興
味
」
8
1

の
育
成
と
い
う
教
授
の
目
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
一

　
こ
こ
ま
で
論
及
す
る
と
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
教
育
目
的

論
の
第
三
の
特
徴
に
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
興

味
を
教
育
に
お
け
る
手
段
と
み
る
従
来
の
常
識
を
く
つ
が
え
し
て
、

そ
れ
を
屋
的
概
念
に
高
め
、
「
多
方
興
味
」
を
教
授
の
圏
的
に
位

置
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
も
引
用
し
た
が
、
「
教
授

の
窮
極
の
目
的
は
な
る
ほ
ど
道
徳
性
の
概
念
に
あ
る
。
し
か
し
そ

戸
」
に
到
達
す
る
た
め
に
、
と
り
わ
け
教
授
に
課
さ
れ
る
よ
り
近
い

概
念
は
興
味
の
多
方
性
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
u
と

い
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
「
多
方
興
味
」
そ
の
も
の
は
直
接
的
に



は
道
徳
性
と
は
別
も
の
で
あ
る
が
唱
道
徳
性
を
成
立
さ
せ
る
大
前

提
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
興
味
を
教
授
の
園
的
に
設
定
す
る
背
景
に
は
ヘ
ル

バ
ル
ト
独
自
の
表
象
心
理
学
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
輿
味
か
ら

欲
求
が
生
じ
柚
欲
求
が
行
為
に
つ
な
が
り
、
行
為
が
意
志
を
形
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

く
る
。
そ
し
て
「
意
志
の
決
定
の
様
式
」
O
が
性
格
な
の
で
あ
る
。

「
道
徳
的
性
格
」
の
形
成
と
い
う
教
育
の
究
極
園
的
も
、
そ
の
源

を
た
ど
れ
ば
興
味
に
帰
す
る
こ
と
に
な
り
巾
「
多
方
興
味
」
を
育

て
る
こ
と
が
教
授
の
任
務
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
っ
ま
り
、
教
育

の
究
極
国
的
に
は
「
多
方
興
味
」
が
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た
そ
の

よ
う
な
「
多
方
輿
味
」
の
育
成
に
寄
与
す
る
洪
」
と
の
な
い
単
な
る

知
識
や
技
能
の
伝
達
は
教
授
の
名
に
値
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
「
教
育
的
教
授
」
の
思
想
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
司
さ
き
に
興
味
か
ら
欲
求
が
生
ず
る
と
言
っ
た
が
、

欲
求
は
そ
の
よ
う
に
純
粋
に
精
神
的
な
「
多
方
興
味
」
か
ら
の
み

出
ず
る
わ
け
で
は
な
く
悔
動
物
的
自
然
的
衝
動
か
ら
も
生
ず
る
と

い
う
。
「
ま
ず
第
一
に
、
人
間
の
行
動
は
欲
求
界
に
依
存
し
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
欲
求
の
一
部
は
動
物
性
に

由
来
す
る
も
の
で
あ
り
屯
一
部
分
は
精
神
的
興
味
か
ら
成
り
立
つ
u

3α
の
で
あ
る
。
「
動
物
的
自
然
的
」
な
も
の
か
ら
生
じ
た
欲
求
も

行
為
に
結
び
っ
き
坤
性
格
の
形
成
へ
と
進
む
が
南
そ
こ
か
ら
は

「
道
徳
的
性
格
し
は
育
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
教
育
活
動
に
お
い

て
は
、
豊
か
な
「
精
神
的
興
味
」
を
っ
く
り
出
し
、
そ
れ
が
積
極

的
に
行
為
に
至
る
よ
う
に
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
動

物
的
自
然
的
」
な
も
の
が
直
接
的
に
行
為
に
突
き
進
む
の
を
コ
ソ

ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
に
な
る
の
で

あ
る
。

　
そ
の
た
め
に
は
「
精
神
的
興
味
」
で
あ
る
「
多
方
興
味
」
を
量

的
に
も
で
き
る
だ
け
強
化
す
る
こ
と
が
必
要
に
た
る
。
こ
の
こ
と

を
意
図
し
た
の
が
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
「
完
全
性
の
理
念
」
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
彼
の
教
育
屋
的
の
第
四
の
特
徴
と
し
て
あ
げ

て
お
き
た
い
。
こ
の
点
に
論
及
し
た
の
が
『
一
般
的
教
育
学
』
第

一
部
二
章
第
二
節
「
興
味
の
多
方
性
－
強
固
底
道
徳
的
性
格
」

の
中
の
次
の
よ
う
な
一
節
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
柚
あ
る

一
定
数
の
個
々
の
目
的
（
そ
れ
を
前
も
っ
て
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
）
で
は
な
く
南
成
長
し
っ
つ
あ
る
人
間
の
活
動
性
一
般
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
彼
の
内
部
的
直
接
的
な
活
気
や
活
動
性
の
量
が
間

題
と
な
る
。
1
こ
の
量
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
－
そ
れ

が
よ
り
充
実
さ
れ
司
拡
大
さ
れ
対
調
和
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
1

ま
す
ま
す
完
全
と
な
り
、
わ
れ
わ
れ
の
好
意
に
と
っ
て
ま
す
ま
す

　
　
　
　
　
　
ω

確
実
と
な
る
。
Q
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こ
こ
で
「
内
部
的
直
接
的
な
活
気
や
活
動
性
」
と
言
わ
れ
て
い
る

の
は
巾
こ
れ
ま
で
く
り
返
し
述
べ
て
き
た
「
多
方
興
味
」
な
の
で

あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
言
う
「
完
全
性
の
理
念
」
と
は
、

「
今
日
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
『
完
全
な
人
間
』

に
な
れ
と
い
う
の
で
は
な
く
悔
完
全
の
理
念
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ

る
よ
う
な
精
神
の
活
動
性
を
増
大
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
a

い
か
え
れ
ば
悔
　
『
多
方
興
味
』
を
育
て
よ
と
い
う
こ
と
」
α
な
の

で
あ
る
。
概
念
を
「
拡
大
」
さ
れ
た
道
徳
性
は
南
「
完
全
の
理
念
」

が
達
成
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
っ
ま
り
「
多
方
興
味
」
が
育
成

さ
れ
る
ほ
ど
、
い
っ
そ
う
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。　

い
ま
ヘ
ル
パ
ル
ト
を
引
用
す
る
に
際
し
て
わ
ざ
わ
ざ
部
章
節
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画
　
　
固
　
　
画
　
　
固
　
　
画

示
し
た
の
は
、
そ
の
文
章
が
実
は
「
生
徒
の
単
に
可
能
な
将
来
の

目
的
」
す
な
わ
ち
将
来
の
職
業
生
活
に
関
す
る
一
節
か
ら
の
も
の

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
文
に
限
っ
て
言
え
ば
、

戸
」
れ
を
道
徳
性
の
間
題
に
引
用
す
る
の
筋
違
い
か
も
し
れ
な
い
。

が
司
彼
の
教
育
学
体
系
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
が
そ
う
で
な
い
と
こ

ろ
に
も
ま
た
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
第
五
の

点
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
は
多
方
興
味
を
も

っ
ぱ
ら
道
徳
性
と
の
関
連
で
の
み
論
じ
て
き
た
が
、
ヘ
ル
バ
ル
ト

は
そ
れ
を
生
徒
の
将
来
に
対
す
る
一
般
陶
冶
と
し
て
も
位
置
づ
け

る
の
で
あ
る
。

　
道
徳
性
と
多
方
興
味
と
の
関
係
は
す
で
に
み
た
と
お
り
で
あ
る

が
、
教
育
の
実
際
的
側
面
を
も
重
視
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
『
一

般
的
教
育
学
』
に
お
い
て
は
南
前
者
を
「
必
然
の
目
的
」
、
後
老

を
「
単
に
可
能
な
昌
的
」
と
し
て
い
る
。
「
必
然
の
昌
的
」
と
は
、

誰
で
も
が
「
考
え
な
い
で
い
る
こ
と
を
決
し
て
許
さ
れ
な
い
と
こ

ろ
の
」
目
的
で
あ
り
南
道
徳
的
性
格
の
形
成
は
ま
さ
に
こ
れ
に
当

た
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
可
能
な
目
的
し
と
は
、
生
徒
が
将
来
自

由
に
選
ぶ
で
あ
ろ
う
職
業
選
択
な
ど
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
後

老
は
「
単
な
る
任
意
の
事
柄
と
し
て
教
育
老
に
と
っ
て
は
全
く
興

　
　
　
　
　
⑤

味
が
な
い
u
α
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
教
師
に
と
っ
て

の
主
た
る
関
心
事
は
地
さ
き
の
引
用
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
あ
る

一
定
の
個
々
の
目
的
」
で
は
な
く
、
「
成
長
し
つ
つ
あ
る
人
間
の

活
動
性
一
般
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
活
動
性

一
般
」
が
彼
の
い
う
「
多
方
輿
味
」
な
の
で
あ
る
。
個
々
の
生
徒

の
将
来
の
生
活
に
お
け
る
多
様
な
目
的
に
応
ず
る
に
は
「
多
方
興

味
」
を
育
成
し
て
、
「
彼
の
内
部
的
直
接
的
な
活
気
や
活
動
性
し

を
高
め
て
お
く
以
外
に
方
法
は
な
い
し
苅
そ
れ
が
ま
た
最
も
有
効

な
教
育
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
教
育
目
的
に
関
し
て
は
『
一
般
的
教
育
学
』
に
お

一83一



い
て
は
『
美
的
表
現
』
や
「
綱
要
』
と
多
少
異
な
る
表
現
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、
「
併
し
、
こ
の
外
見
上
の
相
違
は
可
ヘ
ル
パ
ル
ト

に
お
い
て
は
何
等
矛
盾
で
は
な
い
。
　
二
般
的
教
育
学
』
に
於
て

は
理
論
的
見
地
よ
り
も
悔
実
際
的
見
地
が
重
要
視
さ
れ
、
　
『
要
綱
』

　
　
　
　
　
画
　
　
圃
　
　
画
　
　
固
　
　
画

で
は
、
彼
の
教
育
的
教
授
の
思
想
が
一
層
理
論
的
に
深
め
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
）

も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
u
G
の
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し

た
と
お
り
咀
　
二
般
的
教
育
学
』
に
お
け
る
軸
「
単
に
可
能
な
目

的
」
も
、
「
多
方
輿
味
1
－
強
固
な
る
道
徳
的
性
格
」
と
い
う
節

で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
多
方
興
味
」
が
道
徳
性
と
将
来
生

活
の
両
方
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
な
お
亜
一
般
陶
冶
と
し
て
の
「
多
方
輿
味
」
は
、
現
実
の
人
間

杜
会
は
分
業
杜
会
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
も
重
視
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
間
題
に
っ
い
て
は
彼
自
身
の
以
下
の
説
明
に
ほ
ぼ
尽
さ

れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

1
熟
練
が
よ
り
隈
ら
れ
よ
り
分
化
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
苅
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倒
　
　
画
　
　
囲
　
　
曲
　
　
画
　
　
画

び
と
が
他
の
ひ
と
び
と
か
ら
受
容
す
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
多
様
に

な
る
。
ζ
ふ
巾
瀞
枠
弥
膝
史
性
依
鯵
枠
〃
繰
逓
ぎ
o
基
却
、
卦

た
衡
春
ぼ
疑
似
加
俸
枠
浄
弥
む
基
づ
い
－
い
か
ゆ
巾
巾
本
来
の
人

問
性
の
よ
り
高
い
領
域
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
が
互
に

全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
ほ
ど
ま
で
分
化
さ
わ
て
は
な
ら
底
い
と
い

う
こ
と
が
わ
か
る
。
す
べ
て
の
人
は
す
べ
て
の
事
柄
に
対
し
て
愛

好
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
巾
ま
た
一
っ
の
専
門
に
お
い
て
熟

練
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
個
々
の
熟
練
は
任
意
の

事
柄
で
あ
り
屯
こ
れ
に
対
し
て
た
だ
自
己
の
努
力
を
さ
ま
ざ
ま
な

事
柄
に
向
け
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
こ
と
の
で
き
る
多
様
な
感
受
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
a

が
、
教
育
の
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
底
の
で
あ
る
r
G

　
次
に
注
目
し
た
い
の
は
「
多
方
興
味
」
に
お
け
る
「
認
識
的
輿

味
」
と
「
同
情
的
興
味
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
主
と
し
て
前
老
は

「
自
然
」
に
、
後
老
は
「
人
間
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ

ル
バ
ル
ト
は
「
多
方
興
味
」
に
「
均
等
な
」
と
い
う
条
件
を
加
え

て
い
る
が
南
そ
の
理
由
は
前
述
の
一
般
陶
冶
の
観
点
か
ら
は
き
わ

め
て
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
教
育
の
究
極
的
園
的

で
あ
る
道
徳
性
と
の
関
連
で
み
る
と
き
も
全
く
同
様
に
理
解
で
き

る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
咄
彼
は
精
神
的
興
味
を
道
徳
的
性
格

を
形
成
す
る
源
と
し
て
位
置
づ
け
る
が
地
道
徳
性
を
直
接
的
な
狭

い
概
念
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
な
く
軸
そ
れ
を
「
拡
大
」
す
る
必

要
性
を
強
調
し
た
。
そ
れ
が
「
多
方
興
味
」
で
あ
り
「
世
界
の
美

的
理
解
」
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
「
認
識
的
興
味
」
と
「
同
情
的

興
味
」
と
の
間
に
は
司
荏
ん
ら
軽
重
の
差
や
主
従
の
関
係
は
存
在

し
な
い
よ
う
に
も
理
解
で
き
る
。
ま
た
町
そ
う
考
え
な
け
れ
ば

「
均
等
な
」
と
い
う
条
件
も
あ
ま
り
実
質
的
意
味
を
な
し
得
な
い

一84一



と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
、
や
は
り
こ
れ
か
ら
二
系
列
の
興
味
は
全
く
同
等
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
南
「
同
情
的
興
味
」
に
事
実
上
の
重
み
が
か
け
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
彼
自
身
が
明
確
に
述
べ
て

い
る
箇
所
は
決
し
て
多
く
は
な
い
が
、
っ
ぎ
の
一
節
な
ど
は
そ
の

一
例
で
あ
ろ
う
。

　
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
対
抗
せ
ん
が
た
め
に
、
人
問
関
係
は
全
体
的
人

　
問
の
陶
冶
を
引
き
受
け
る
あ
ら
ゆ
る
学
校
－
文
化
高
等
学
校

　
か
ポ
り
村
の
学
校
に
至
る
－
1
の
主
要
対
象
を
必
然
的
に
構
成
し

　
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
歴
史
的
並
び
に
言
語
学
的
学
習
は
か
か

　
る
人
問
的
諸
関
係
に
関
係
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
た
だ
そ
の

　
限
り
に
お
い
て
の
み
、
そ
れ
ら
の
学
習
に
優
位
が
与
え
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
9

　
べ
き
で
あ
る
。
Q

歴
史
や
言
語
な
ど
の
「
人
間
関
係
」
に
か
か
わ
る
内
容
、
つ
ま
り

「
同
情
」
系
列
に
優
位
が
与
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
司
主
と
し
て

「
自
然
」
に
か
か
わ
る
「
認
識
」
系
列
は
お
の
ず
か
ら
従
属
的
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
に
関
し

て
は
高
久
氏
が
明
快
な
分
析
を
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
引
用
し

て
お
き
た
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
お
い
て
、
自
然
科
学
的
教
授
が

　
ど
れ
ほ
ど
強
調
さ
れ
た
と
し
て
も
、
け
っ
き
ょ
く
、
そ
れ
は
道

　
徳
実
現
の
手
段
と
し
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
の
固
有
の
目
的
、

　
価
値
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
が
注
目
さ
灼
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。
教
育
の
唯
一
全
体
の
課
題
は
道
徳
性
に
あ
る
。
同
情
系

　
列
の
教
授
は
こ
の
屋
的
に
直
接
に
結
び
つ
く
が
ゆ
え
に
、
教
育

　
に
お
い
て
本
質
的
た
位
置
を
占
め
る
。
し
か
し
、
認
識
系
列
の

　
教
授
は
こ
の
目
的
の
実
現
に
対
し
、
間
接
的
に
貢
献
す
る
も
の

　
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
軸
自
然
科
学
的
教
授

　
に
対
し
て
は
、
人
間
の
美
的
道
徳
的
陶
冶
と
の
関
係
に
お
い
て
、

　
た
だ
従
属
的
な
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

　
　
　
①

　
る
。
G

こ
の
点
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
と
の
関
係
に
つ
い
て
間
題
に
す
る
と

き
に
は
特
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
最
後
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
教
育
冒
的
論
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
に

つ
い
て
補
足
し
た
い
。
彼
は
「
認
識
的
興
味
」
の
内
容
と
し
て

「
経
験
的
」
「
思
弁
的
」
「
審
美
的
」
の
三
つ
を
、
「
同
情
的
興

味
」
に
は
「
同
情
的
」
「
杜
会
的
」
「
宗
教
的
」
の
三
つ
を
含
め

て
い
る
。
声
」
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
の
教
育
冒
的

に
は
宗
教
的
側
面
も
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
疑

間
の
余
地
が
な
い
。
し
か
し
、
教
育
の
究
極
的
目
的
で
あ
る
道
徳

性
は
「
多
方
輿
味
」
を
必
須
の
前
提
と
は
す
る
が
、
そ
れ
と
は
全

く
別
の
も
の
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
悔
道
徳
的
な
心
情
や
判
断
に
か
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ぎ
ら
ず
可
あ
ら
ゆ
る
精
神
活
動
の
座
が
「
思
想
圏
」
に
あ
る
と
す

る
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
と
っ
て
司
そ
の
実
質
的
内
容
と
た
っ
て
い
る
の

が
「
多
方
興
味
」
な
の
で
あ
る
。
「
教
育
の
主
要
任
務
」
が
「
世

界
の
美
的
表
現
」
に
あ
る
と
す
る
の
も
埴
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ

は
「
多
方
興
味
」
を
育
成
す
る
こ
と
に
尽
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
お
け
る
教
育
学
体
系
の
構
築
は
、
直
接

的
に
は
宗
教
を
前
面
に
も
ち
出
さ
な
く
と
も
悔
十
分
に
可
能
な
の

で
あ
る
。
た
だ
し
こ
め
こ
と
は
、
彼
が
宗
教
を
重
視
し
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
断
る
ま
で
も
な
い
。

二
、

ツ
ィ
ラ
ー
教
育
学
の
基
本
的
性
格

　
ツ
ィ
ラ
ー
の
『
教
育
的
教
授
の
基
礎
』
　
（
Ω
；
邑
串
品
實
閑

N
に
『
　
ピ
①
ぽ
『
Φ
く
◎
8
肉
『
N
｛
Φ
ぽ
Φ
b
創
①
¢
o
箏
叶
⑯
汽
h
ご
げ
ご

｝
o
。
⑪
蜆
）
　
（
以
下
『
基
礎
』
と
略
記
）
の
出
版
さ
れ
た
年
が
南
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
〕

実
上
「
ヘ
ル
バ
ル
ト
再
興
の
期
日
と
さ
れ
て
い
る
u
c
と
ダ
ソ
ケ

ル
は
言
っ
て
い
る
が
、
ま
ず
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画
　
　
画
　
　
　
　
　
　
圃

そ
の
序
文
の
冒
頭
で
ツ
ィ
ラ
ー
は
軸
「
教
育
的
教
授
の
理
念
と
方

固法
は
ま
だ
学
間
的
に
も
十
分
に
解
明
さ
れ
て
は
い
な
い
し
軸
そ
れ

を
学
校
の
実
践
に
移
す
と
い
う
面
で
も
南
十
分
な
洞
察
を
も
っ
て

す
れ
ば
可
能
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
、
ま
だ
ま
だ
至
っ
て
い

　
　
　
2

な
い
u
②
（
傍
点
は
引
用
老
）
と
し
て
い
る
。
そ
の
著
名
も
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
固

て
い
る
よ
う
に
、
本
書
で
は
教
育
的
教
授
の
「
基
礎
し
と
な
る
理

国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圃
　
　
圃

念
の
解
明
に
主
眼
が
あ
り
軸
方
法
に
関
す
る
具
体
的
考
察
は
ほ
と

ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
っ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
の

は
約
十
年
後
に
公
に
さ
れ
た
『
一
般
的
教
育
学
講
義
』

　
？
o
二
Φ
竃
り
閑
①
り
o
げ
①
『
＞
二
閑
⑦
冒
ユ
冒
①
勺
ゆ
藺
p
。
胴
◎
閑
｛
汀
一

｝
o
。
ま
）
　
（
以
下
『
講
義
』
と
略
記
）
で
あ
る
。
そ
の
序
文
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

〕
般
的
方
法
」
に
関
し
て
は
「
こ
こ
に
初
め
て
展
開
す
る
u
G
こ

と
を
明
記
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
『
基
礎
』
に
関
し
て
は
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
こ
と

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
は
ま
だ
ツ
ィ
ラ
ー
は
丸
全
篇
を
通
じ

て
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
き
わ
め
て
忠
実
な
論
述
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

圧
倒
的
に
多
い
巾
と
い
う
声
」
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い

る
隈
り
で
は
、
ヘ
ル
パ
ル
ト
理
論
と
明
ら
か
に
異
な
る
と
み
ら
れ

る
と
こ
ろ
は
巾
意
外
に
少
な
い
の
で
あ
る
。
極
端
に
言
え
ば
屯
ほ

ん
の
一
二
一
点
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
一
つ
は
、

ツ
ィ
ラ
ー
が
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
教
育
貿
的
論
に
は
宗
教
的
側
面
が
弱

い
と
し
て
、
彼
自
身
は
極
端
な
ま
で
に
そ
れ
を
強
調
し
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
点
は
『
講
義
』
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ
り
、
ツ
ィ
ラ

ー
教
育
学
の
性
格
を
示
す
第
一
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
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こ
う
な
る
と
前
章
で
は
最
後
に
「
補
足
」
と
し
て
と
り
あ
げ
た

こ
と
が
、
ツ
ィ
ラ
ー
で
は
大
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
が
直
接
に
か
か
わ
る
の
は
教
育
目
的
な
の
で
柚
そ

の
点
に
関
す
る
ツ
ィ
ラ
ー
の
論
述
か
ら
み
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
わ
れ
わ
れ
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
、
教
育
の
課
題
は
生
徒
を
道

　
徳
的
人
間
に
す
る
こ
と
南
す
な
わ
ち
人
格
の
理
想
に
導
く
こ
と

　
に
あ
る
。
し
か
し
柚
道
徳
性
は
全
く
お
の
ず
か
ら
同
時
に
宗
教

　
的
形
態
（
射
①
二
σ
q
二
竃
句
暮
嘗
）
　
を
と
る
。
と
い
う
の
は
南

　
わ
れ
わ
れ
は
や
は
り
神
を
倫
理
的
で
神
聖
な
も
の
と
考
え
な
け

　
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
神
自
身
も
刊
わ
れ
わ
れ
の
生
徒
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
道
徳
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
G

　
こ
れ
を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
教
育
目
的
を
道
徳
性
に
求

め
る
点
で
は
ヘ
ル
パ
ル
ト
と
少
し
も
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
ツ

ィ
ラ
ー
に
お
い
て
は
道
徳
性
は
「
同
時
に
宗
教
的
形
態
」
を
と
る

も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
理
論
面

に
関
す
る
か
ぎ
り
そ
れ
が
弱
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
　
『
基
礎
』
で

は
屯
そ
の
点
を
っ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
理
論
的
に
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
青
少
年
の
教
授
を
単
な
る
教
示

（
ぎ
津
㌫
昌
罵
）
や
認
識
を
園
ざ
す
努
力
か
ら
区
別
す
る
が
南

　
教
育
的
教
授
の
概
念
を
展
開
す
る
に
際
し
て
は
、
そ
れ
を
宗
教
的

　
概
念
と
関
連
さ
せ
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
珂
そ
の
関

　
連
づ
け
を
実
際
の
教
育
者
に
ま
か
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

　
る
。
確
か
に
教
育
老
に
と
っ
て
は
、
徳
を
信
心
深
さ
か
ら
切
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

　
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
G

同
様
の
指
摘
は
『
講
義
』
に
も
み
ら
れ
る
。

　
教
育
の
種
々
の
側
面
（
倫
理
的
、
心
理
的
吊
宗
教
的
1
1
引
用

　
老
）
は
相
互
に
関
連
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
咄
も
ち
ろ
ん
そ

　
れ
ら
が
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
「
ヘ
ル
バ

　
ル
ト
の
遺
稿
」
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
実
践
に

　
お
い
て
は
彼
は
そ
れ
ら
を
統
一
し
た
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
理
論
面
で
は
、
宗
教
的
側
面
を
十
分
に
強
調
し
て
は
い
な
い
。
c

　
ツ
ィ
ラ
ー
の
著
作
の
中
で
ヘ
ル
バ
ル
ト
を
名
指
し
で
批
判
し
て

い
る
の
は
、
多
分
こ
の
二
箇
所
ぐ
ら
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ

は
と
も
か
く
屯
ヘ
ル
パ
ル
ト
は
実
践
面
で
は
宗
教
を
重
視
し
て
い

な
が
ら
、
理
論
面
で
は
そ
れ
が
後
退
し
て
い
る
可
と
ツ
ィ
ラ
ー
は

み
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
な
ら
ば
「
道

徳
的
」
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
、
ほ
ぼ
例
外
な

し
に
「
道
徳
的
画
宗
教
的
」
（
ω
二
時
二
島
－
慕
二
阻
8
　
　
）

と
い
う
用
語
を
用
い
る
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
珀
確
か
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
教

育
学
体
系
を
構
築
す
る
に
際
し
て
珀
宗
教
を
必
ら
し
も
前
面
に
押

し
出
し
て
は
い
な
い
が
、
決
し
て
そ
れ
を
軽
視
し
た
わ
け
で
は
な
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い
。
ま
た
、
重
視
は
す
る
が
抽
そ
れ
を
前
面
に
出
さ
な
い
と
い
う

こ
と
は
彼
に
と
っ
て
は
少
し
も
矛
盾
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

し
町
ツ
ィ
ラ
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
こ
が
教
育
学
的
に
は
一
貫
し

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
道
徳
性
と
宗
教
は
不
可
分

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
行
に
つ
づ
い
て
軸
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
こ
れ
に
加
え
て
、
い
ま
宗
教
哲
学
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た

　
よ
う
に
、
道
徳
性
は
そ
の
基
本
概
念
と
し
て
は
そ
れ
自
体
で
十

　
分
通
用
す
る
し
司
神
と
の
関
係
な
し
に
も
確
立
さ
れ
る
は
ず
で

　
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
可
能
と
な
り
、
現
実
の
も
の
と
な
る
の

　
　
圃
　
　
画
　
　
　
画
　
　
　
画
　
　
　
画
　
　
　
固
　
　
画
　
　
　
画
　
　
宙
　
　
　
宙
　
　
　
固
　
　
　
圃
　
　
　
画
　
　
　
固
　
　
　
画

　
は
最
高
の
存
在
と
の
共
同
作
用
の
も
と
で
だ
け
で
あ
る
。
そ
の

　
合
国
的
な
全
営
為
は
、
善
が
わ
れ
わ
れ
の
中
で
も
杜
会
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
η

　
て
も
支
配
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑫

ヘ
ル
バ
ル
ト
の
理
論
も
理
論
と
し
て
は
成
立
す
る
と
し
て
も
司
そ

れ
を
現
実
に
教
育
的
実
践
と
し
て
そ
の
ま
ま
行
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
と
い
う
の
が
ツ
ィ
ラ
ー
の
立
場
で
あ
る
。
彼
の
ヘ
ル
バ
ル
ト

離
れ
の
最
大
の
契
機
も
こ
の
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
苅
ヘ
ル
バ
ル
ト
で
は
何
ら
矛
盾
で
は
な
い
と
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
が
、
ど
う
し
て
ツ
ィ
ラ
ー
に
は
そ
の
よ
う
に
映
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
柚
両
老
の
道
徳
性
概
念
の
相
違

に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
さ
ら
に
追

究
し
た
い
。
も
う
一
つ
は
理
論
と
実
践
と
の
関
係
に
つ
い
て
両
老

問
に
認
識
の
違
い
が
あ
る
南
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ツ

ィ
ラ
ー
教
育
学
の
基
本
的
性
格
を
示
す
第
二
の
特
徴
と
し
て
明
ら

か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
「
私
は
科
学
を
眼
鏡
で
は
な
く
目
だ
と
思
っ
て
い
る
。
人
間
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8

自
分
の
諸
問
題
を
観
察
す
る
最
良
の
目
だ
と
思
っ
て
い
る
u
c
と

ヘ
ル
パ
ル
ト
は
言
う
。
こ
こ
で
「
科
学
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、

理
論
す
な
わ
ち
教
育
学
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「
昌
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
巾
そ
れ
は
身
体
の
一
部
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
実

践
と
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ヘ
ル
パ
ル
ト
は
、
「
理
　
一

論
と
実
践
と
の
問
に
一
つ
の
中
項
、
す
な
わ
ち
、
確
か
な
タ
ク
ト
　
8
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

が
割
り
込
ん
で
く
る
u
②
と
い
う
。
つ
ま
り
、
理
論
は
教
師
の
タ

ク
ト
を
通
し
て
の
み
実
践
と
な
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
雨
老
の
ち

が
い
は
単
な
る
具
体
性
や
抽
象
性
の
程
度
の
差
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
理
論
は
教
師
に
よ
っ
て
完
全
に
吸
収
さ
れ
て
知
体
の
一
部
で

あ
る
「
目
」
と
な
り
、
そ
れ
が
タ
ク
ト
の
形
成
に
寄
与
し
吊
そ
の

タ
ク
ト
が
実
践
を
指
示
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ル
バ

ル
ト
に
お
い
て
は
申
実
践
と
は
単
な
る
理
論
の
「
変
形
し

（
黒
邑
二
寿
p
ご
o
竃
り
）
　
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
軸
ツ
ィ
ラ
ー
の
場
合
は
実
践
を
理
論
の
「
変
形
」



と
し
て
、
両
者
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
け
る
傾
向
が
強
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
処
方
塞
的
教
育
学
な
ど
の
批
判
が
ー
浴
せ
ら
れ
た
の

も
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
も
亜
彼

の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
科
学
（
理
論
　
　
引
用
老
）
の
諸
指
令
は
、
つ
ね

　
に
教
育
が
行
わ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
応
じ
て
考
慮
さ
れ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
一
般
理
論
の
変
形
g
a
嵩
鼻
鯉

　
ユ
◎
葛
⇔
）
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
個
々

　
の
状
況
の
主
要
類
形
が
教
育
上
認
め
ら
れ
る
そ
の
程
度
に
ま
で
、

　
変
形
も
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
珊
そ
れ
ら
の
変
形
の

　
各
は
、
一
般
的
方
法
論
信
①
亭
3
鼻
）
の
原
則
に
従
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
o

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
8

こ
れ
だ
け
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
と
の
違
い
を
論
証
す
る
の
に
決
し
て
十

分
で
は
な
い
が
可
ツ
ィ
ラ
ー
の
教
育
学
が
処
方
塞
的
と
言
わ
れ
る

理
由
の
一
端
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
句
「
処
方
壌
教
育
学
の
非
難
は
最
も
基
本
的
な
点
で
ヘ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Φ

パ
ル
ト
自
身
に
関
す
る
限
り
、
ま
っ
た
く
の
的
は
ず
れ
」
e
な
の

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
珀
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
理
論
は
直
接
に
実
践
的
な
指
示
を

す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
ツ
ィ
ラ
ー
は
も

っ
と
実
践
に
直
結
す
る
具
体
的
諸
原
理
を
意
図
し
て
い
た
も
の
と

み
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
柚
結
果
的
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
理
論
を
少
な
か

ら
ず
歪
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
彼
の
そ
も
そ
も
の
意
図

は
決
し
て
一
方
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と

に
な
ろ
う
。
　
『
基
礎
』
で
も
『
講
義
』
で
も
、
当
時
の
杜
会
階
層

や
学
校
教
育
の
実
態
に
対
す
る
分
析
に
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
が
さ

か
れ
て
お
り
南
そ
れ
ら
を
肯
定
的
に
受
け
と
め
て
呵
ヘ
ル
バ
ル
ト

の
理
論
を
具
体
化
し
よ
う
と
し
た
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
意

味
で
は
珀
ド
イ
ツ
一
ヘ
ル
パ
ル
ト
派
が
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
改
革
的
精

神
を
見
失
っ
て
、
そ
れ
を
き
わ
め
て
保
守
性
の
強
い
も
の
に
変
え

て
し
ま
っ
た
と
す
る
一
般
の
批
判
は
、
正
鵠
を
得
て
い
る
圭
言
え

よ
う
。
と
も
あ
れ
、
ツ
ィ
ラ
ー
が
実
践
的
諸
原
理
を
性
急
に
追
究

し
た
こ
と
が
、
彼
の
教
育
学
を
「
処
方
塞
」
的
な
も
の
に
す
る
大

き
た
原
因
に
在
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
可
第
一
の
特
徴
と
し
て
さ
き
に
あ
げ
た
「
宗
教
的
側
面
」

の
強
調
も
、
当
時
の
教
育
界
の
実
態
か
ら
逆
に
理
論
構
成
を
目
ざ

し
た
結
果
と
し
て
、
　
　
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
。

　
ツ
ィ
ラ
ー
教
育
学
の
性
格
を
示
す
も
の
と
し
て
第
三
に
あ
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
教
育
学
の
基
礎
科
学
に
関
し
て
で
あ
る
。

こ
れ
も
第
一
柚
第
二
の
点
と
相
互
に
原
因
と
な
り
結
果
と
な
っ
て

関
連
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
毛
な
い
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
が
、

一89一



「
科
学
と
し
て
の
教
育
学
は
実
践
哲
学
と
心
理
学
に
依
存
す
る
。

前
老
は
陶
冶
の
目
的
を
示
し
、
後
老
は
そ
の
方
法
、
手
段
苗
障
害

　
　
　
　
身

を
示
す
u
6
と
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
ツ
ィ
ラ
ー

は
こ
れ
を
基
本
的
に
は
踏
襲
し
た
上
で
悔
さ
ら
に
「
第
三
の
も
の
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⇒

と
し
て
「
宗
教
的
側
面
」
e
を
加
え
る
の
で
あ
る
。
基
礎
科
学
が

こ
の
よ
う
に
変
化
す
れ
ば
司
そ
れ
は
教
育
学
体
系
そ
の
も
の
の
質

的
変
化
を
意
味
し
て
く
る
は
ず
で
あ
る
が
、
ツ
ィ
ラ
ー
自
身
は
必

ら
ず
し
も
そ
こ
ま
で
意
図
し
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
「
第
三
の
も
の
」
を
加
え
る
必
要
を
指
摘
し
て
も
、

そ
れ
に
よ
る
学
間
体
系
の
変
更
に
は
全
く
論
及
し
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
「
宗
教
的
側
面
」
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
珀
ヘ
ル
バ
ル

ト
教
育
学
の
体
系
を
単
に
補
強
す
る
こ
と
だ
け
を
意
図
し
て
い
た

も
の
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
結
果
が
彼
の
意
図
し
た
範
囲
に
と

ど
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
問
題
は
『
基

礎
』
に
お
い
て
は
ま
だ
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
　
『
講
義
』

の
中
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
わ
れ
わ
れ
が
生
徒
に
達
成
さ
せ
た
い
と
願
い
、
ま
た
達
成
す

　
べ
き
も
の
が
何
で
あ
る
か
は
南
倫
理
学
に
お
い
て
決
定
さ
れ
珀

　
明
瞭
に
示
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
司
そ
れ
は
一
般
的
一
人
間
的
目

　
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
含
ま
れ
る
要
請
や
指
示
の
全
側
面

　
を
し
っ
か
り
と
認
識
す
る
た
め
に
は
冊
教
師
は
多
く
の
訓
練
を

　
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
倫
理
学
的
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
が
達

　
成
可
能
か
ど
う
か
、
い
か
な
る
条
件
や
前
提
の
も
と
で
可
能
か
、

　
ど
の
よ
う
な
困
難
が
克
服
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
手
段
が
用
い
ら

　
れ
る
べ
き
か
は
、
教
育
学
自
体
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
る
。
し
た
が
っ
て
教
育
学
は
応
用
倫
理
学
の
一
部
で
あ
る
。
駈

ま
た
、
こ
れ
に
つ
づ
い
て
「
も
う
一
つ
の
科
学
が
役
に
立
つ
」
と

し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
そ
れ
は
心
理
学
で
あ
り
珀
も
ち
ろ
ん
生
理
学
と
の
正
し
い
関
係

　
に
お
か
れ
た
心
理
学
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、
教
育
学

　
は
同
時
に
応
用
心
理
学
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ

　
れ
は
倫
理
的
課
題
と
も
関
連
す
る
の
で
、
教
育
学
は
生
徒
に
お

　
い
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
倫
理
的
課
題
に
対
す
る
心
理
学
の
応
用

　
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
教
奮
老
の
行
為
は
精
神
の
本

　
性
（
Z
ポ
け
毒
）
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
司
そ
こ
で
は
身

　
体
的
本
性
（
勺
ぽ
＜
ω
訂
o
監
オ
。
。
ご
㌣
　
）
に
お
け
る
と
同
様
に
巾

　
厳
格
で
人
問
の
窓
意
を
ゆ
る
さ
た
い
合
法
則
性
が
支
配
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
⇒

　
る
の
で
あ
る
。
・
β

　
こ
れ
ら
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ツ
ィ
ラ
ー
も
珀
倫
理

学
と
心
理
学
を
教
育
学
の
基
礎
に
し
て
■
い
た
点
で
は
ヘ
ル
バ
ル
ト

と
少
し
も
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
「
第
三
の
も
の
」
を
加
え
る
必

要
性
は
右
の
引
用
の
少
し
後
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
学
的

一g0一



構
造
が
そ
れ
に
よ
っ
て
全
く
影
響
さ
れ
な
い
と
彼
が
考
え
て
い
た

｝
」
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
教
育
学
が
「
応
用
倫
理
学
の
一
部
」
「
応
用
心
理
学
」

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ツ
ィ
ラ
ー
教
育
学
の
質
的
変
化
を
示
す

も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
前
に
述
べ
た

理
論
と
実
践
の
関
係
に
関
す
る
問
題
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
こ
と

で
あ
る
。
教
育
学
の
自
立
性
を
強
調
し
珀
教
育
学
を
教
育
問
題
を

み
る
「
最
良
の
目
」
と
す
る
ヘ
ル
パ
ル
ト
は
珀
教
育
学
を
倫
理
学

と
心
理
学
の
単
な
る
「
応
用
」
の
学
と
み
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
ツ
ィ
ラ
ー
の
場
合
珀
そ
れ
を
「
応
用
」
の
学
と
み
た

こ
と
が
、
理
論
と
実
践
を
よ
り
短
絡
的
に
結
び
つ
け
る
結
果
と
な

り
、
「
処
方
塞
教
育
学
」
と
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ

た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
柚
こ
こ
で
も
ど
れ
が
原
因
で
ど
れ
が
そ
の

結
果
か
と
い
う
こ
と
は
即
断
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
と
か
か
わ
っ
て
、
ツ
ィ
ラ
ー
に
は
ヘ
ル
パ
ル
ト
に
は
全

く
み
ら
れ
な
か
っ
た
方
向
へ
の
発
展
な
い
し
脱
線
が
あ
る
。
こ
れ

を
詳
細
に
と
り
あ
げ
て
も
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
が
対
彼
の
教
育
学
の
性
格
を
さ
ぐ
る
上
で
は
中
傍

証
的
な
手
が
か
り
に
は
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
今
み
て
き
た
よ
う
に
教
育
学
に
お
い
て
は
、
緊
密
に
関
連
す

　
る
三
つ
の
異
な
る
科
学
の
方
向
－
倫
理
学
的
珀
心
理
学
的
、

　
宗
教
的
　
　
が
支
配
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
各
は
、
教

　
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
実
現
さ
れ
る
べ
き
一
定
の
前

　
提
と
も
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
各
人
の
気
質
や
個
性
は
、
そ

　
れ
ら
す
べ
て
の
方
向
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
呵

　
そ
の
時
々
で
ど
れ
か
の
方
向
に
多
く
傾
く
こ
と
は
あ
り
う
る
。

　
し
か
し
教
育
者
は
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼

　
に
は
種
々
の
方
向
は
均
等
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
彼
を
貫
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

　
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
彼
は
あ
る
べ
き
教
育
者
に
も
教
師
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
句

　
も
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
6

　
も
と
毛
と
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
お
い
て
は
司
科
学
と
し
て
の
教
育
学

の
基
礎
科
学
で
あ
っ
た
倫
理
学
と
心
理
学
は
、
こ
こ
で
は
宗
教
も

加
わ
る
こ
と
．
に
よ
っ
て
、
当
初
と
は
全
く
次
元
の
異
在
る
間
題
に

ま
で
変
化
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
教
育
の
実
際
に

お
い
て
教
師
が
均
等
に
配
慮
す
べ
き
三
っ
の
方
向
と
い
う
戸
」
と
で

あ
る
。
ツ
ィ
ラ
ー
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
て
い
る
の

も
、
宗
教
的
側
面
を
前
面
に
出
し
た
こ
と
、
理
論
と
実
践
を
直
接

的
に
結
び
つ
け
た
こ
と
申
な
ど
が
重
な
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ツ
ィ
ラ
ー
の
表
象
心
理
学

か
ら
の
離
脱
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
彼
の
教
育
学
の
基
本
的
性
格

を
規
定
す
る
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
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と
こ
ろ
に
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
戸
」
と
で
申
彼
が
「
生
理
学
と

の
正
し
い
関
係
に
お
か
れ
た
心
理
学
」
に
強
く
傾
斜
し
始
め
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
『
基
礎
』
で
は
、
ま
だ
専
ら
ヘ
ル
パ
ル
ト
の

表
象
心
理
学
に
基
づ
く
論
述
が
撰
開
さ
れ
て
お
り
司
　
『
講
義
』
に

も
依
然
と
し
て
そ
れ
が
大
部
分
ひ
き
っ
が
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
中
で
冊
新
し
い
生
理
学
的
心
理
学
も
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
時
代
の
変
化
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

で
あ
る
。
「
近
代
心
理
学
史
上
最
も
大
切
」
6
生
言
わ
れ
る
ヴ
ソ

ト
の
『
生
理
学
的
心
理
学
綱
要
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
八
七
三

年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ヴ
ソ
ト
は
一
八
七
五

年
に
は
ツ
ィ
ラ
ー
の
勤
務
す
る
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
学
に
赴
任
し
て
い

る
。
ツ
ィ
ラ
ー
の
『
講
義
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
そ
の
翌
年
で
あ

る
。
一
八
六
五
年
に
公
に
さ
れ
た
『
基
礎
』
で
新
し
い
心
理
学
に

ま
だ
、
’
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
ヴ
ソ
ト
の
心
理
学
は
主
知
主
義
に
反
対
し
て
主
意
主

　
　
尋

義
」
臼
に
立
っ
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
ヘ
ル
バ
ル

ト
の
表
象
心
理
学
は
「
主
知
主
義
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
咀
ツ

ィ
ラ
ー
　
の
新
し
い
心
理
学
に
も
接
近
し
た
こ
と
は
大
き
な
意
味

を
も
っ
。
特
に
「
教
育
者
の
行
為
は
精
神
の
本
性
に
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
で
は
身
体
的
本
性
に
お
け
る
と
同
様
に
珀

厳
格
で
人
間
の
窓
意
を
ゆ
る
さ
な
い
合
法
則
性
が
支
配
し
て
い
る
u

と
い
う
さ
き
の
引
用
に
、
改
め
て
注
昌
し
て
お
き
た
い
。
教
授
段

階
説
な
ど
も
こ
の
よ
う
な
心
理
学
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

れ
ば
冊
き
わ
め
て
硬
直
し
た
も
の
に
た
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
四
点
に
ツ
ィ
ラ
ー
教
育
学
の
基
本
的
性
格
が
も
っ
と
も

顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
具
体
的
な
教
授
理
論

上
の
ヘ
ル
パ
ル
ト
離
れ
も
、
こ
れ
ら
の
諸
間
題
と
密
接
に
関
連
し

て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
が
同
時
に
ツ
ィ
ラ
ー
教
授
理
論

の
具
体
的
特
徴
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、

ツ
ィ
ラ
ー
に
お
け
る
教
育
目
的
論
の
変
容

　
こ
こ
で
は
前
章
で
の
考
察
を
踏
ま
え
、
第
一
章
で
ま
と
め
た
ヘ

ル
パ
ル
ト
の
特
徴
に
も
で
き
る
だ
け
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
ツ
ィ
ラ

ー
の
教
育
目
的
論
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
論
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
第
一
章
で
の
第
一
と
第
二
の

点
だ
け
は
順
序
を
入
れ
か
え
た
方
が
都
合
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
用
ツ
ィ
ラ
ー
も
ヘ
ル
バ
ル
ト
と
同
様
に
珀
道
徳
性
を
「
た

だ
一
っ
の
全
体
的
な
目
的
」
と
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
、
あ
ら
か

じ
め
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
れ
で
ツ
ィ
ラ
ー
に
お
け
る
教
育
園
的
論
の
第
一
の
特
質
と
し

て
検
討
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ヘ
ル
パ
ル
ト
が
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
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重
視
し
た
道
徳
性
概
念
の
「
拡
大
」
が
、
彼
に
と
っ
て
も
必
要
不

可
欠
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ヘ
ル
バ
ル
ト
は
そ
の
「
拡
大
」
の
た
め
に
、
道
徳
性
の
基
盤
と
な

る
「
世
界
の
美
的
理
解
」
を
「
直
接
的
た
道
徳
性
」
か
ら
ひ
と
ま

ず
切
り
離
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ツ
ィ
ラ
ー
の
よ
う
に
、
極

端
な
ま
で
に
宗
教
的
側
面
を
重
視
し
、
宗
教
と
道
徳
と
の
結
合
を

強
調
し
す
ぎ
る
と
、
そ
れ
だ
け
「
直
接
的
な
道
徳
性
」
と
の
結
び

っ
き
が
強
化
さ
れ
屯
一
時
的
に
も
せ
よ
そ
こ
か
ら
離
れ
る
こ
と
が

困
難
に
な
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳

性
概
念
を
「
拡
大
」
す
る
と
い
う
必
要
性
が
弱
ま
る
の
で
あ
る
。

事
実
ツ
ィ
ラ
ー
の
著
作
に
は
南
「
拡
大
」
の
必
要
性
至
論
じ
て
い

る
と
こ
ろ
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
み
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
明
ら
か
「
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
理
論
の
変
容
で
あ
る
が
冊
こ
れ

だ
け
で
は
全
面
的
変
容
と
決
め
っ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ヘ
ル

パ
ル
ト
に
つ
い
て
言
え
ば
珀
こ
れ
は
第
二
段
階
の
間
題
で
あ
っ
て
珀

第
一
段
階
の
「
拡
大
」
は
ツ
ィ
ラ
ー
に
お
い
て
毛
堅
持
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
先
験
的
哲
学
へ
の
批
判
と
リ
ア
リ
ズ
ム
の

立
場
に
関
し
て
は
ヘ
ル
パ
ル
ト
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
教
育
は
ま
ず
第
一
に
子
ど
も
の
精
神
的
生
命
を
形
成
し
よ
う

　
と
す
る
が
冊
そ
れ
は
教
育
の
影
響
の
も
と
で
な
さ
れ
る
べ
き
で

　
あ
る
。
そ
の
際
に
明
ら
か
に
荊
提
と
さ
れ
て
い
る
の
は
油
精
神

　
は
外
か
ら
の
影
響
を
受
け
や
す
く
坤
そ
れ
に
順
応
し
や
す
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画
　
　
画
　
　
画
　
　
圃

　
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
二
言
で
い
え
ば
、
精
神
は
陶
冶
性
が

　
曲
　
　
　
画
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画
　
　
　
固
　
　
　
曲
　
　
　
画
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
筥

　
あ
り
（
3
；
竃
§
）
柚
陶
冶
可
能
（
び
二
ま
潟
。
。
艘
巳
帽
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

　
で
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
e

こ
れ
は
明
ら
か
に
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
文
章
と

み
て
も
少
し
も
不
自
然
で
は
な
い
。
要
す
る
に
ツ
ィ
ラ
ー
の
場
合

は
南
道
徳
性
を
超
経
験
的
な
も
の
と
す
る
先
験
的
哲
学
を
克
服
す

る
と
い
う
第
一
段
の
「
拡
大
」
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
道
徳
性
を

「
直
接
的
」
な
も
の
か
ら
ひ
と
ま
ず
解
放
す
る
と
い
う
第
二
段
の

「
拡
大
」
は
、
宗
教
的
側
面
を
強
調
し
す
ぎ
た
た
め
に
不
可
能
に

な
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
の
波
及
効
果
は
絶
大
で
あ
る
。

　
第
二
は
軸
道
徳
性
概
念
の
「
拡
大
し
が
そ
の
よ
う
に
中
途
半
端

に
終
り
、
「
直
接
的
な
道
徳
性
」
か
ら
の
解
放
が
な
さ
れ
在
く
と

も
珂
道
徳
性
を
「
唯
一
に
し
て
全
体
的
し
な
教
育
目
的
に
か
か
げ

る
こ
と
は
可
能
た
の
か
刊
無
理
に
そ
う
し
た
場
合
そ
こ
か
ら
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
生
ず
る
か
呵
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
に

っ
い
て
は
、
彼
は
可
能
だ
と
す
る
。
道
徳
性
は
「
お
の
ず
か
ら
同

時
に
宗
教
的
形
態
」
を
と
る
に
し
て
も
珀
そ
れ
を
教
育
の
全
体
的

目
的
に
か
か
げ
る
点
で
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
と
同
様
で
あ
る
。

　
そ
れ
ら
（
も
ろ
も
ろ
の
教
育
的
意
図
、
1
引
用
老
）
．
が
強
力
な

　
も
の
に
な
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
意
図
す
る
成
果
が
得
ら
れ
る
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圃
　
　
画
　
　
宙
　
　
画
　
　
圃
　
　
圃
　
　
曲

　
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
意
図
が
一
つ
の
プ
ラ
ソ
に

　
紛
『
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
プ
ラ
ソ
の

　
中
で
そ
れ
ら
が
関
連
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
柚
用
い
ら
れ
る
は

　
た
ら
き
か
け
や
手
段
が
一
っ
の
体
系
を
な
す
こ
と
…
…
が
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
φ
．

　
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
紅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
唖
　
　
固
　
　
画

こ
れ
は
句
す
で
に
引
用
し
た
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
「
一
つ
の
思
想
に
お

い
て
と
ら
え
抽
そ
こ
か
ら
ヵ
テ
ハ
の
統
一
と
齢
含
跡
か
が
が
生
ず

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
：
－
・
」
と
い
う
考
え
方
と
一
致
し
て
い

る
。　

し
か
し
司
肝
心
の
道
徳
性
概
念
の
「
拡
大
」
に
関
し
て
大
き
な

相
違
が
あ
る
と
す
れ
ば
悔
そ
の
実
質
も
相
応
の
変
化
が
生
ず
る
こ

と
は
避
け
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ヘ
ル
パ
ル
ト
の
よ
う
に
抽
道

徳
性
を
「
直
接
的
」
な
も
の
か
ら
解
放
し
て
「
拡
大
」
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
初
め
て
鬼
そ
れ
を
教
育
活
動
全
体
を
包
括
す
る
「
唯
一

に
し
て
全
体
的
」
な
目
的
に
か
か
げ
る
こ
と
も
可
能
に
在
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
ツ
ィ
ラ
ー
の
よ
う
に
宗
教
と
道
徳
と
の
結
合
を
強
調
し

て
、
「
直
接
的
な
道
徳
性
」
に
力
点
が
か
か
っ
て
く
る
な
ら
ば
抽

そ
れ
は
教
育
活
動
全
体
を
包
括
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
「
唯
一
に
し
て
全
体
的
」

な
教
育
目
的
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
道
徳
性
に
直
接
か
か
わ
ら
な

い
も
の
は
そ
れ
に
従
属
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は

論
理
的
必
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
「
中
心
統
合
」
の
論
理
な
の
で

あ
る
。

　
第
三
は
司
道
徳
性
の
内
容
や
位
置
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
だ
と

す
る
と
申
「
多
方
興
味
」
と
い
う
ヘ
ル
パ
ル
ト
教
育
学
の
中
枢
概

念
は
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ツ
ィ
ラ
ー
も
そ
れ

を
教
授
の
目
的
と
し
て
懸
命
に
説
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
と
り
わ
け
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
再
興
の
契
機
と
言
わ
れ
る
『
基
礎
』

に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
全
五
二
四
べ
ー
ジ
中
二
二
一

べ
ー
ジ
を
「
教
育
目
的
詳
説
」
に
あ
て
、
九
つ
の
章
は
す
べ
て

「
興
味
」
に
関
す
る
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で

の
論
旨
は
「
殆
ん
ど
ヘ
ル
パ
ル
ト
の
所
説
を
祖
述
し
村
解
説
を
加
　
9
4

　
　
　
　
　
　
　
　
）

え
た
に
過
ぎ
な
い
u
組
と
言
っ
て
よ
い
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
離
れ
が
あ
　
一

る
程
度
ま
で
表
面
化
す
る
の
は
『
講
義
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
ツ

ィ
ラ
ー
自
身
の
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
彼
の
心
理
学
上
の
変
化
、

つ
ま
り
表
象
心
理
学
的
底
論
述
を
も
多
分
に
残
し
な
が
ら
、
新
し

い
生
理
学
的
心
理
学
に
傾
い
た
こ
と
と
冊
特
に
関
係
が
深
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
道
徳
性
概
念
の
変
化
に
も
影
響
す
る
こ
と
は
必
至
で

あ
ろ
う
。

　
ヘ
ル
パ
ル
ト
が
「
多
方
興
味
」
を
目
的
概
念
と
し
て
重
視
す
る

背
景
に
は
南
独
自
の
表
象
心
理
学
説
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

道
徳
的
性
格
に
か
ぎ
ら
ず
人
問
の
性
格
が
形
成
さ
れ
る
前
提
と
し



て
「
興
味
」
は
不
可
欠
の
も
の
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
「
主
意
的
心
理
学
」
で
あ
る
新
し
い
心
理
学
を
も
導
入
し
た

ツ
ィ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
、
理
論
的
に
も
「
多
方
興
味
」
を
園
的
概

念
と
し
て
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
ぐ
ん
と
弱
ま
る
は

ず
で
あ
る
。
加
え
て
珂
道
徳
性
を
「
直
接
的
」
な
も
の
に
狭
め
て

し
ま
え
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
背
景
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
　
『
講
義
』
に

お
い
て
は
依
然
と
し
て
表
象
心
理
学
的
な
用
語
や
説
弱
も
多
い
が
坦

そ
れ
と
は
矛
盾
す
る
論
述
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
例
は

第
一
九
章
「
教
授
に
よ
る
意
志
の
陶
冶
」
で
あ
る
。
表
象
心
理
学

に
徹
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
章
な
ど
は
当
然
「
多
方
興
味
」
の
形
成

を
前
提
と
す
る
意
志
陶
冶
が
論
じ
ら
れ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
実
際
は
「
多
方
興
味
し
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
ず
、
学

習
活
動
に
よ
る
直
接
的
な
意
志
形
成
に
傾
斜
し
た
論
述
が
主
要
部

分
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
生
徒
は
対
象
教
材
を
単

に
習
慣
的
に
教
師
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
は

な
く
冊
実
際
に
自
分
が
解
決
す
べ
き
課
題
、
ま
た
解
決
す
べ
き
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多

題
と
み
る
べ
き
で
あ
る
…
…
u
亀
と
か
、
「
教
授
に
よ
っ
て
意
志

が
陶
冶
さ
れ
る
た
め
に
は
南
こ
の
よ
う
な
発
展
す
る
力
（
固
×
層
『

巴
竃
写
二
叶
　
）
、
こ
の
よ
う
な
自
己
活
動
的
た
い
っ
そ
う
の
精

進
が
呵
教
授
に
よ
っ
て
生
徒
の
精
神
的
活
動
性
の
中
に
入
り
込
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尋

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
u
ゑ
と
か
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
ツ
ィ
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
「
多
方
興
味
」
は
意
志
形

　
　
圃
　
　
　
屈
　
　
固
　
　
囲
　
　
画
　
　
曲

成
の
不
可
欠
の
前
提
と
い
う
よ
り
咀
む
し
ろ
意
志
を
訓
練
す
る
た

　
　
国
　
　
固
　
　
伺
　
　
固
　
　
圃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曲
　
　
画

め
の
有
効
な
条
件
な
い
し
手
段
と
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
「
思
想
界
し
す
な
わ
ち
「
多

方
興
味
」
の
形
成
を
経
底
い
直
接
的
な
意
志
形
成
は
相
ヘ
ル
バ
ル

ト
が
強
く
戒
め
た
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
教
育
的
教
授
の

根
幹
に
抵
触
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
な
る
と
「
多
方
興
味
」
と
か
か
わ
っ
て
ヘ
ル
バ
ル
ト
が
重

視
し
た
「
完
全
性
の
理
念
」
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が

第
四
点
で
あ
る
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
お
け
る
よ
う
な
重
要
性
を
保
ち

得
な
く
在
る
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
旭

『
講
義
』
で
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
柚
　
『
基
礎
』
で
は
司

「
完
全
性
と
し
て
の
多
方
興
味
」
と
い
う
章
ま
で
設
け
て
論
及
さ

れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
初
端
に
次
の
よ
う
な
論
述
が
み
ら
れ
る
。

　
そ
こ
（
完
全
性
の
理
念
　
　
引
用
者
）
で
は
軸
意
志
規
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画
　
　
画
　
　
画
　
　
回
　
　
画
　
　
画

雪
二
訂
箏
竃
①
讐
り
閑
①
箏
）
の
際
に
現
わ
れ
る
よ
り
大
き
な
も

　
画
画
唖
曲
画
画
画
倒
画

　
の
と
よ
り
小
さ
な
も
の
が
、
そ
の
種
類
や
性
質
を
考
慮
さ
れ
る

　
こ
と
な
し
に
、
相
互
に
比
較
さ
れ
、
測
定
さ
れ
る
。
そ
れ
が
何

　
で
あ
る
か
で
は
な
く
、
大
な
る
も
の
と
小
な
る
も
の
の
問
の
量

　
関
係
の
み
が
考
慮
さ
れ
、
そ
の
関
係
の
公
平
無
私
の
判
断
に
よ
っ
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て
珊
よ
り
大
き
な
も
の
咀
よ
り
優
勢
な
も
の
曲
よ
り
強
力
な
も

　
の
が
埴
よ
り
小
さ
な
、
よ
り
弱
体
な
も
の
に
比
較
し
て
無
条
件

　
に
良
し
と
さ
れ
る
。
そ
の
反
対
は
無
条
件
に
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
。

納
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
個
々
の
表
象
に
っ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る

が
可
実
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
も
『
実
践
哲
学
概
論
』
で
、
ほ
ぼ
同
様
の

声
」
と
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、

「
完
全
性
の
理
念
」
に
お
い
て
拘
「
そ
の
大
小
の
判
断
が
求
め
ら

れ
る
量
と
い
う
の
は
、
個
々
の
刺
激
か
埴
そ
の
総
体
か
、
そ
の
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弓

系
か
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
で
あ
る
u
色
と
い
う
考
え
方
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ヘ
ル
バ

ル
ト
の
教
育
問
題
に
関
す
る
そ
の
真
価
は
珀
あ
く
ま
で
「
精
神
の

活
動
性
を
増
大
せ
よ
…
…
『
多
方
興
味
』
を
育
成
せ
よ
」
と
い
う

こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
理
念
は
「
総
量
」
な
い
し
「
体
系
し

に
お
い
て
こ
そ
大
き
な
意
味
を
も
っ
も
の
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ

が
ツ
ィ
ラ
ー
の
場
合
は
「
個
々
の
刺
激
」
に
重
点
が
移
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
圃
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
が
こ
れ
を
「
意

志
の
能
率
」
（
国
｛
ユ
巳
彗
ξ
◎
｛
事
二
一
　
）
と
訳
し
た
理
由

　
　
　
　
　
㊥

も
肯
け
る
。
¢

　
「
多
方
興
味
」
が
こ
の
よ
う
に
実
質
的
な
活
力
を
も
ち
得
な
い

と
す
れ
ば
司
子
ど
も
の
将
来
の
生
活
の
た
め
の
一
般
陶
冶
を
最
早

や
そ
れ
に
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
　
『
講
義
』
に
お
け

る
つ
ぎ
の
一
節
は
ま
こ
と
に
決
定
的
で
あ
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
層
は
そ
の
属
す
る
人
々
の
た
め
の
教
育
を
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
圃
圃
画
圃
画
固
画

　
求
す
る
。
そ
の
教
育
は
一
般
陶
冶
と
と
も
に
埴
子
ど
も
が
将
来

　
属
す
る
で
あ
ろ
う
職
業
層
に
独
自
の
目
的
や
要
求
を
も
考
慮
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
・
－
・
そ
れ
は
一
般
陶
冶
と
と
も
に
同
時

　
に
刊
そ
れ
が
な
け
れ
ば
教
習
所
（
ピ
①
巨
§
吻
ざ
；
）
に
期
待

　
さ
れ
る
よ
う
な
専
門
陶
冶
を
も
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

　
　
　
　
つ

　
あ
る
。
＠

教
育
の
「
必
然
の
圏
的
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
単
に
可
能
な
目
的
」

と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
「
多
方
興
味
」
　
9
6

は
巾
こ
こ
で
は
見
る
影
も
な
く
変
質
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
　
一

は
「
教
育
的
教
授
」
と
も
異
質
の
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
「
多
方
興
味
」
に
お
け
る
二
系
列
の
関
係
に
つ
い
て
考

察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
ま
ず
確
認
し
て
お
く
べ
き

こ
と
は
珀
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
こ
の
分
類
は
「
対
象
を
分
類
す
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

は
な
く
、
心
情
の
状
態
を
分
類
」
紬
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ツ
ィ
ラ
ー
は
『
基
礎
』
で
は
「
教
授
に
お
け
る
精
神
活
動

の
主
要
方
向
（
第
一
〇
章
）
と
い
う
よ
う
に
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
近

い
論
じ
方
を
し
て
い
る
が
珀
　
『
講
義
』
で
は
「
教
授
の
主
要
教
科
」

（
第
二
；
皐
）
と
な
っ
て
、
明
ら
か
に
対
象
の
分
類
だ
け
に
な
っ



て
い
る
。

一
ヘ
ル
パ
ル
ト
に
お
い
て
も
「
認
識
系
列
」
と
「
同
情
系
列
」
と

の
間
に
は
主
従
の
関
係
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
ツ
ィ
ラ

i
に
お
い
て
は
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
強
ま
っ
て
い
る
。
道
徳
性
を

「
直
接
的
」
な
も
の
に
絞
り
南
そ
れ
を
教
育
全
体
の
目
的
に
位
置

づ
け
れ
ば
珀
そ
れ
に
直
接
か
か
わ
る
教
科
が
中
心
と
な
り
、
他
の

教
科
が
そ
れ
に
従
属
的
に
配
置
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
ツ
ィ
ラ
ー
は
地
理
や
美
術
、
体
育
な
ど
を
「
第
三
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

の
教
科
群
と
し
て
二
系
列
か
ら
独
立
さ
せ
て
い
る
。
紅
と
こ
ろ
が

こ
れ
も
決
し
て
ツ
ィ
ラ
ー
の
独
走
で
は
な
く
柚
ヘ
ル
パ
ル
ト
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

あ
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
⑳
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に

ゆ
ず
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
屯
ツ
ィ
ラ
ー
の
『
講
義
』
に
お
い
て
は

「
心
情
の
状
態
を
分
類
」
す
る
と
い
う
観
点
が
全
く
欠
落
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
だ
け
は
否
め
な
い
。
こ
れ
も
「
多
方
興
味
」
の
変
質

を
物
語
る
重
要
な
指
標
と
言
え
よ
う
。

む
　
　
す
　
　
ぴ

す
る
批
判
も
、
実
践
面
で
は
実
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い

る
よ
う
に
一
決
し
て
決
定
的
な
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
全
篇
に
み
ら
れ
る
あ
の
よ
う
な
ヘ
ル
バ

ル
ト
的
論
述
は
咀
意
識
的
欺
蹄
行
為
と
し
か
言
い
よ
う
が
た
く
な

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ツ
ィ
ラ
i
の
意
識
と
は
別
に
、
間
題
が
具

体
化
さ
れ
る
に
従
っ
て
句
ヘ
ル
バ
ル
ト
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
可
能
性

は
冊
す
で
に
潜
ん
で
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
が
顕
在
化
し
た
の

は
、
方
法
論
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
論
及
し
た
『
講
義
』
に
お
い
て

で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
ツ
ィ
ラ
i
教
育
学
の
基
本
的
性
格
と
教
育
目
的
論
に

焦
点
を
あ
て
て
考
察
し
た
が
、
そ
こ
に
は
教
材
論
や
教
授
過
程
論

に
発
展
す
る
手
が
か
り
が
随
所
に
み
ら
れ
る
。
今
後
は
こ
れ
ら
の

諸
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
と
と
も
に
刊
さ
ら
に
ラ
イ
ソ
に

っ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ア
メ
リ
カ
固
ヘ
ル
パ
ル
ト
主
義
に
関
す
る
研
究
に
は
呵
戸
」
れ
ら

の
基
礎
的
課
題
の
解
決
が
欠
か
せ
な
い
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。

一g7一

　
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
成
立
の
き
っ
か
け
と
さ
れ
る
『
基
礎
』
に
お

い
て
は
申
ツ
ィ
ラ
ー
は
ま
だ
ま
だ
ヘ
ル
パ
ル
ト
の
理
論
を
忠
実
に

踏
襲
し
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
宗
教
的
側
面
」
に
関
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