
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
の
教
授
理
論
と
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義

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
究
明
し
よ
う
と
す
る
継
続
研
究
の
一
環
を
な
す
も
の
で
、

ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
が
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
教
授
理
論
に
ど
の
よ
う

に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
同
様
の
観
点
か
ら
「
進
歩
主
義
」
一
厚
O
－

ひ
q
8
ω
ω
ま
ω
邑
の
代
表
七
も
い
う
べ
き
デ
ュ
ー
イ
、
「
本
質
主
義
」

（
雰
ω
豊
戊
巴
げ
昌
）
の
代
表
と
目
さ
れ
る
バ
ー
グ
リ
ー
、
そ
れ
に
教
育

心
理
学
研
究
の
先
駆
者
で
あ
る
ソ
ー
ン
ダ
イ
ク
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
る
。
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
（
オ
．
オ
。
O
罫
箒
互
は
「
本
質
主
義
者
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刎

と
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
彼
の
初
期
の
教
授
理
論
は
、
む
し

ろ
折
衷
主
義
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。

一
、
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
教
授
理
論
の
概
要

チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
の
主
著
『
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
』
（
O
暮
ユ
§
－
§
り

O
◎
易
時
暮
戊
冒
㌧
竃
ω
）
は
、
「
活
動
分
析
」
の
方
法
を
提
唱
し
た
も

の
と
し
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
研
究
史
上
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い

る
。
し
か
し
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
に
関
す
る
基
本
的
方
法
の
い

く
つ
か
」
は
、
す
で
に
そ
れ
以
前
の
『
教
授
の
方
法
』
（
冨
①
庄
＆
艮

↓
＄
O
ぼ
潟
一
岩
8
一
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ

訓る
。
後
者
に
つ
い
て
シ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
て
い
る
。

　
　
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
の
処
女
作
『
教
授
の
方
法
』
は
、
彼
が
メ
リ

　
ア
ム
の
経
営
す
る
学
校
と
交
流
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
直
後
の

　
一
九
〇
九
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
デ
ュ
ー
イ
と
ヘ
ル
バ

　
ル
ト
派
の
双
方
か
ら
導
か
れ
た
諸
概
念
を
結
合
す
る
と
い
う
、

　
今
世
紀
初
め
の
十
年
間
の
著
作
の
一
般
的
特
徴
を
示
す
好
例
で

　
あ
っ
た
。
そ
の
本
は
相
互
関
連
法
（
8
冒
9
邑
竃
）
と
類
化

　
（
p
。
暑
蟹
o
8
竈
8
）
に
関
す
る
す
ぐ
れ
た
一
章
を
も
う
け
て
お

　
り
、
デ
ュ
ー
イ
の
思
考
活
動
の
分
析
に
特
別
の
注
意
を
払
っ
て

　
い
る
。
チ
ャ
i
タ
ー
ズ
は
教
授
方
法
の
選
択
に
お
い
て
も
折
衷

　
　
　
　
　
む

　
的
で
あ
っ
た
。
（
傍
点
は
筆
者
）

こ
こ
に
は
注
目
に
値
す
る
こ
と
が
い
く
つ
か
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
チ
ャ
i
タ
ー
ズ
の
教
授
理
論
が
デ
ュ
ー
イ
の
理
論

’1■



と
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
そ
れ
と
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
、
も

う
一
つ
は
、
そ
れ
が
今
世
紀
初
頭
の
十
年
間
の
ア
メ
リ
カ
で
は
「
一

般
的
特
徴
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
で
あ
る
。
ま
た
、
ヘ
ル
バ
ル

ト
主
義
の
「
概
念
し
と
し
て
は
、
「
相
互
関
連
法
と
類
化
し
を
あ
げ

て
い
る
が
、
η
教
授
方
法
」
も
「
折
衷
的
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と

は
、
そ
こ
に
も
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
が
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
ド
ロ
ス
イ
④
マ
ク
マ
リ
ー
も
、

チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
の
こ
の
本
を
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の
「
論
題
し
を
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

く
と
り
入
れ
た
も
の
の
一
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。

　
な
お
、
彼
の
「
思
考
活
動
の
分
析
」
へ
の
関
心
は
、
や
が
て
彼

の
「
活
動
分
析
」
法
へ
の
有
力
な
前
提
に
な
っ
た
も
の
と
み
ら
れ

る
が
、
彼
が
デ
ュ
ー
イ
か
ら
学
ん
だ
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

シ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
自
身
が
デ
ュ
ー
イ
思
想
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ら
好
ん
で
選
択
し
た
の
は
、
教
育
の
杜
会
的
性
格
の
強
調
」
で
あ
っ

た
。
㌧
」
の
こ
と
と
関
連
し
て
見
の
が
さ
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刊

彼
も
オ
ー
シ
ー
や
バ
ー
グ
リ
ー
な
ど
と
同
様
に
、
進
化
の
原
理
を

基
盤
と
す
る
「
適
応
と
し
て
の
教
育
」
の
立
場
を
強
く
反
映
し
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
『
教
授
の
方
法
』
の
冒
頭
で
、

　
画
　
　
　
田
　
　
　
団
　
　
　
画
　
　
　
宙
　
　
　
宙
　
　
　
個
　
　
　
画
　
　
　
画
　
　
　
画
　
　
　
曲
　
　
　
　
　
固
　
　
　
画
　
　
　
画
　
　
　
画
　
　
　
固
　
　
　
画
　
　
　
画
　
　
　
曲

「
教
授
の
目
的
な
い
し
機
能
は
、
生
徒
が
生
活
の
価
値
（
轟
ぎ
霧
◎
｛

　
　
画
宙
画
宙
　
画
固
国
画
o
固
国
宙
呵
o
由
画
画
固
8

罵
Φ
）
を
鑑
識
し
、
統
御
す
る
の
を
援
助
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
定

義
し
、
『
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
』
の
序
文
で
も
、
「
学
校
の
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
は
進
化
論
の
影
響
を
感
受
す
る
の
が
最
も
遅
れ
た
大
き
な
杜

会
的
行
為
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
進
化
の
理
論
を
背
景
と
し

た
、
こ
の
よ
う
な
「
社
会
的
性
格
の
強
調
」
や
「
生
活
の
価
値
」

へ
の
着
目
が
、
産
業
界
で
行
な
わ
れ
て
い
た
「
業
務
分
析
」
O
O
げ

彗
巴
湯
互
の
示
唆
を
も
得
て
、
彼
の
「
活
動
分
析
」
に
基
づ
く
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
論
へ
と
結
実
し
た
も
の
、
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
彼
の
主
著
は
『
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
』
で
あ
る
が
、

彼
の
教
授
理
論
の
形
成
過
程
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
が
ど
の
よ
う
に

関
連
し
て
い
る
の
か
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
以
上
に

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
処
女
作
『
教
授
の
方
法
』
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
す
で
に
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
に
関
す
る
基
本
的

方
法
の
い
く
つ
か
し
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
し
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義

と
の
関
連
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
ド
ロ
ス
ィ
画
マ
ク
マ

リ
i
が
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
事
実
、
そ
の
本
は
全
二
十
五

章
の
う
ち
前
半
の
十
四
章
が
ほ
と
ん
ど
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
論
に
充
て

ら
れ
て
お
り
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
に
よ
る
著
作
が
数
多
く
参
考
文
献

と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
前
半
を
大
き
く
区
分
す
れ
ば
、
初
め
の
第
婁
章
ま
で
が
教
材
選

択
論
、
良
S
曽
が
「
動
機
」
（
冒
◎
戊
く
①
）
論
、
曽
S
筆
が
教
材
組
識
論
、

と
な
っ
て
い
る
。
後
半
は
方
法
論
で
、
簑
s
簑
が
教
授
過
程
論
、

曽
が
「
類
化
」
論
、
曽
以
降
が
そ
の
他
の
方
法
上
の
諸
問
題
と
な
っ

一2－



て
い
る
。

　
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
章
に
参
考
文
献
が
平
均
す
れ
ば
数
冊
ず
っ

あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
教
育
の
過
程
』
（
↓
ぼ
向
旨
8
庄
く
Φ

軍
◎
8
ω
9
H
8
㎝
）
を
主
と
す
る
バ
ー
グ
リ
ー
の
著
書
が
延
べ
十
二

回
、
『
授
業
の
方
法
』
を
中
心
と
す
る
マ
ク
マ
リ
ー
兄
弟
の
も
の
が

延
べ
十
二
回
、
『
学
校
と
社
会
』
（
↓
ぼ
ω
g
8
｝
蟹
似
ω
◎
9
窯
＜
一

H
o
．
8
）
を
主
と
す
る
デ
ュ
ー
イ
の
も
の
が
十
一
回
、
ド
ガ
ー
モ
の

『
中
等
教
育
の
原
理
』
（
軍
庁
o
包
窃
艮
絆
8
艮
弩
＜
内
旨
8
・

戊
◎
p
ω
く
◎
巨
嘗
窪
一
畠
竃
5
H
⑩
岩
）
が
七
回
、
ソ
i
ン
ダ
イ
ク
の

『
教
授
の
原
理
』
（
卑
甘
g
包
霧
艮
弓
蟹
o
臣
掲
一
畠
富
）
の
六
回
、

な
ど
が
目
立
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
チ
ャ
i
タ
ー
ズ
の
『
教
授

の
方
法
』
の
性
格
の
一
端
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
内
容
的
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
と
の
関
連
が
強
い
の
は
教
材
組
織

論
以
後
で
あ
る
が
、
そ
の
前
の
教
材
選
択
論
や
動
機
論
も
、
彼
の

教
授
理
論
の
全
体
像
を
把
握
す
る
上
で
必
要
な
の
で
、
初
め
に
そ

の
要
点
を
と
ら
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

二
、
教
材
選
択
論
お
よ
び
動
機
論

　
教
材
を
ど
の
よ
う
に
選
択
す
る
か
は
、
い
か
な
る
教
授
目
的
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
個
　
　
　
o

設
定
す
る
か
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
「
教
授

○
　
　
　
由
　
　
　
曲
　
　
　
画
　
　
　
o
　
　
　
o
　
　
　
画
　
　
　
6
　
　
　
画
　
　
　
　
　
　
　
画
　
　
　
o
　
　
　
o
　
　
　
o
　
　
　
画
　
　
　
o
　
　
　
o
　
　
　
o
　
　
　
掴
　
　
　
o
　
　
　
画
　
　
　
曲
　
　
　
画
　
　
　
　
　
　
　
o

の
目
的
な
い
し
機
能
は
、
生
徒
が
生
活
の
諸
価
値
を
鑑
識
し
、
統

画
　
　
　
　
o
　
　
　
　
田
　
　
　
　
o
　
　
　
　
6
　
　
　
　
画
　
　
　
　
o
　
　
　
　
o
　
　
　
　
o
　
　
　
　
画
　
　
　
　
画

御
す
る
の
を
援
助
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
人
間
の
環
境
へ
の
「
適

応
」
は
、
そ
の
よ
う
に
「
諸
価
値
を
鑑
識
し
、
統
御
す
る
の
を
援

助
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
目
的
な
い
し
機
能
」
を
も
・
つ
教
授
の
過
程

で
、
教
材
は
い
か
な
る
機
能
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
あ
る
欲
求
、
問
題
、
不
満
、
あ
る
い
は
困
難
が
生
じ
た
と
き

　
教
材
が
生
起
す
る
。
そ
れ
は
欲
求
を
満
足
さ
せ
、
問
題
を
解
決

　
し
、
不
満
を
解
消
し
、
そ
し
て
困
難
を
克
服
す
る
際
の
活
動
様

　
式
一
ψ
尋
貸
◎
｛
8
戌
長
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
機
能

　
は
、
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
り
、
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
こ

　
と
で
あ
り
、
困
難
を
克
服
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教

　
授
の
機
能
と
い
う
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
機
能
は
わ
れ
わ
れ

　
に
諸
価
値
の
鑑
識
と
統
御
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
、
と
言
っ
て

　
よ
い
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
諸
価
値
を
統
御
す
る
の
に

　
失
敗
す
る
と
き
に
は
問
題
や
欲
求
が
発
生
し
、
教
材
は
そ
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
〕

　
題
を
解
決
し
た
り
要
求
を
満
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
わ
れ
わ
れ
に
望
ま
し
い
統
御
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
教
材
を
「
活
動
様
式
」
と
し
て
把
え

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
、
「
教
材
と
は
精
神
の
中
に
蓄
え

』3－



ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
行
為
を
変
容
し
よ
う
と

す
る
意
図
の
も
と
に
、
活
動
（
弩
庄
§
）
に
変
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
L
と
も
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
教
材
を
「
活
動
」
ま

た
ば
「
活
動
様
式
」
と
し
て
把
握
す
る
な
ら
ば
、
教
材
を
種
々
の

観
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
は
、
「
活
動
」
そ
の
も
の
を
「
分
析
」
す

る
こ
と
に
な
る
の
は
必
然
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

教
材
を
「
活
動
」
と
し
て
把
え
る
の
は
、
知
識
の
習
得
自
体
を
教

授
目
的
と
は
し
な
い
と
い
う
点
で
は
、
デ
ュ
ー
イ
な
ど
の
「
進
歩

主
義
」
に
近
い
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
「
生
徒
の
経
験
し
を
必
ず

し
も
中
核
に
は
据
え
ず
、
次
に
考
察
す
る
よ
う
に
、
民
族
の
文
化

遺
産
を
重
視
す
る
と
こ
ろ
は
、
む
し
ろ
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
や
「
本
質

主
義
者
」
に
近
い
。

　
　
孕

　
そ
れ
で
は
「
活
動
様
式
」
と
し
て
の
教
材
は
ど
こ
か
ら
選
択
さ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
に
よ
る
と
、
「
教
材
は
、
生
徒
の
経
験
と

民
族
の
活
動
的
な
経
験
的
生
活
（
8
泣
話
婁
潟
ユ
①
鼻
邑
饒
｛
①
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

の
二
つ
の
場
に
見
出
さ
れ
る
。
」
と
い
う
。
生
徒
は
、
ほ
と
ん
ど
が

体
系
的
に
組
織
化
さ
れ
て
は
い
な
い
多
く
の
素
材
を
も
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
「
真
の
学
習
」
と
は
、
「
新
し
い
教
材
を
習
得
す
る

際
に
そ
の
経
験
を
前
進
的
に
活
用
し
た
り
、
生
徒
が
そ
れ
ま
で
非

体
系
的
に
収
集
し
て
き
た
素
材
を
組
織
し
た
り
す
る
こ
と
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
一
方
、
民
族
は
「
経
験
的
生
活
」
を
「
高
度
に
体

系
化
さ
れ
た
膨
大
な
素
材
し
と
し
て
蓄
積
し
て
き
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
「
生
徒
の
経
験
」
と
「
民
族
の
経
験
的
生
活
し
と
は
、

学
習
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
「
生
徒
の
経
験
」
を
組
織
化
し
た
り
、

そ
れ
に
つ
け
加
え
た
り
す
る
際
に
、
民
族
の
素
材
が
最
も
重
要
で

あ
る
。
L
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
生
徒
が
「
新
し
い
行

動
の
方
法
」
を
望
む
場
合
は
、
民
族
が
す
で
に
仕
上
げ
の
手
を
加

え
た
、
手
も
と
に
あ
る
素
材
を
活
用
す
る
方
が
、
時
間
と
労
力
の

節
約
に
も
な
り
、
全
く
初
め
か
ら
作
り
出
す
と
仮
定
し
た
場
合
よ

り
は
る
か
に
能
率
的
に
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
教
材
と
し
て
は
「
民
族
の
素
材
が
最
も
重
要
で
あ

る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
高
度
に
体
系

化
」
さ
れ
て
い
る
の
は
、
物
理
学
、
化
学
、
動
物
学
、
植
物
学
、

地
質
学
な
ど
の
「
物
理
的
科
学
」
、
社
会
学
、
倫
理
学
、
歴
史
学
、

経
済
学
、
言
語
学
な
ど
の
「
杜
会
的
科
学
」
、
数
学
や
哲
学
な
ど
の

「
抽
象
科
学
」
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
項
目
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い

「
多
く
の
素
材
」
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
科
学
自
体
は
従
来
の
学

校
教
育
に
お
い
て
も
扱
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
チ
ャ
i

タ
ー
ズ
の
特
徴
は
、
そ
れ
ら
を
「
活
動
様
式
」
と
し
て
、
つ
ま
り

「
欲
求
を
満
足
さ
せ
、
問
題
を
解
決
し
、
不
満
を
解
消
し
、
そ
し

て
困
難
を
克
服
す
る
際
の
活
動
様
式
し
と
し
て
、
学
習
さ
せ
よ
う
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と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
民
族
の
素
材
が
最
も
重

要
」
と
み
る
一
方
で
、
そ
れ
を
「
活
動
様
式
し
と
し
て
把
え
よ
う

と
す
る
と
こ
ろ
に
、
「
折
衷
主
義
し
と
言
わ
れ
る
彼
の
教
授
理
論
の

一
端
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
な
お
彼
は
「
教
材
の
教
授
」
（
竃
一
の
章
に
「
文
化
史
段
階
」
と

い
う
一
節
を
設
け
、
、
児
童
期
の
諸
段
階
を
特
色
づ
け
る
大
変
興
味

あ
る
企
て
L
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
そ
の
概
要

を
説
明
し
た
後
で
、
、
教
育
者
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
教
科
課
程
を
構

成
す
る
の
に
利
用
で
き
る
ほ
ど
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。
L
と
み
て

い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
は
あ
え
て
そ
の
問
題
に
触
れ
る
必

要
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
全
く
素
通
り
で
き
な

か
っ
た
の
は
、
そ
の
直
前
ま
で
ア
メ
リ
カ
教
育
界
で
活
発
な
論
議

の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
に
、
彼
が
そ
の
ほ
か
の
ヘ
ル

バ
ル
ト
主
義
の
諸
原
理
に
は
賛
同
し
て
い
た
こ
と
、
な
ど
の
理
由

に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
次
に
「
動
機
」
論
に
つ
い
て
み
て
ゆ
き
た
い
。
こ
の
問
題
を
論

じ
た
章
（
只
）
の
冒
頭
で
、
彼
は
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
位
置
づ

け
を
し
て
い
る
。
「
教
授
の
問
題
は
周
期
を
も
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き

た
。
二
十
年
前
は
ド
リ
ル
の
問
題
が
よ
く
論
じ
ら
れ
た
が
、
十
年

前
は
わ
れ
わ
れ
は
開
発
的
方
法
（
皆
く
巴
◎
口
握
嘗
③
庄
＆
）
と
興

味
を
研
究
し
て
い
た
。
そ
し
て
現
在
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
動
機

で
あ
刮
。
し
と
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
『
教
授
の
方
法
』
が

著
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
九
年
で
あ
る
か
ら
、
「
二
十
年
前
し
と
言
え

ば
、
ま
だ
「
諸
能
力
の
訓
練
」
の
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
り
、
そ

こ
で
は
「
ド
リ
ル
し
が
主
要
な
学
習
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
よ

く
論
じ
ら
れ
た
」
の
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
「
十
年
前
」
と
言
え

ば
、
ま
だ
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
運
動
が
活
発
に
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た

時
期
で
あ
る
。
マ
ク
マ
リ
ー
兄
弟
が
形
式
段
階
に
お
い
て
「
開
発

的
方
法
」
の
重
要
性
を
強
調
し
た
の
は
『
授
業
の
方
法
』
（
冨
署
）

に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
る
形
で
バ
ー
グ
リ
ー
が
そ
の
方

法
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
の
は
『
教
育
の
過
程
』
（
H
8
㎝
）
に
お
い

て
で
あ
っ
た
。
一
方
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
は
教
授
理
論
の
中
核
的
概

念
と
し
て
「
興
味
」
の
問
題
を
提
起
し
、
そ
れ
が
デ
ュ
ー
イ
を
も

刺
激
し
て
当
時
の
教
育
界
に
お
け
る
「
最
も
活
発
」
な
論
争
を
ま

き
お
こ
し
た
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
の
「
動
機
」
論
は
、
そ

の
興
味
論
の
発
展
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
η
興
味
L
と
、
動
機
L
の
相
違
お
よ
び
関
連
に
つ
い
て
、
彼
は

以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
動
機
は
興
味
と
は
実
の
兄
弟
（
ユ
邑
；
8
庄
胃
）
で
あ
る
。

　
し
か
し
前
者
は
後
者
と
全
く
同
一
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
動
機

　
は
状
況
や
欲
求
や
問
題
に
お
け
る
新
し
い
要
素
を
含
ん
で
い
る

　
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
は
興
味
が
教
育
に
お
い
て
い
か
に
作
用
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す
る
か
が
問
わ
れ
て
い
た
場
面
に
お
い
て
今
や
わ
れ
わ
れ
は
、

　
そ
れ
に
加
え
て
、
必
要
感
は
学
習
に
対
し
て
い
か
な
る
効
果
を

　
も
つ
か
、
ま
た
、
教
授
に
お
け
る
問
題
（
肩
◎
暫
①
昌
一
の
効
用
は

　
何
か
、
を
問
う
の
で
あ
る
。
興
味
と
必
要
と
問
題
が
、
動
機
の

　
全
形
態
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
従
来
は
「
興
味
」
の
み
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
扱
わ

れ
て
き
た
諸
問
題
が
、
今
日
で
は
「
新
し
い
要
素
」
を
も
加
え
て
、

「
必
要
と
問
題
」
に
も
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
問
題
」
と
は
「
必
要
」
の
一

側
面
で
あ
る
、
と
彼
は
い
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
必
要
性
が
生
じ

た
と
き
に
、
そ
れ
を
満
足
さ
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い

う
「
問
題
」
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
学
習
単
元

は
、
あ
る
必
要
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

と
同
時
に
、
そ
れ
は
あ
る
「
問
題
」
を
解
決
す
る
た
め
に
設
定
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
主
な
相
違
は
、
「
必
要
は
感
情
を
伴
っ

て
い
る
が
、
問
題
は
純
粋
に
知
的
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

両
者
は
決
し
て
全
く
別
の
こ
と
が
ら
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
の
い
う
「
動
機
」
は
、
従
来
は
「
興

味
」
の
問
題
と
し
て
扱
っ
て
き
た
も
の
を
、
も
っ
と
広
く
「
必
要

と
問
題
」
を
も
加
え
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
そ
の
ね
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
と
み
て
よ
い
。
そ

の
意
味
に
お
い
て
、
「
動
機
し
論
は
「
興
味
」
論
を
発
展
さ
せ
た
も

の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

三
、

教
材
の
組
織
化
に
お
け
る

の
意
義

「
相
互
関
連
」

　
彼
の
教
材
選
択
に
関
す
る
基
本
的
立
場
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活

に
お
け
る
「
活
動
様
式
」
に
従
っ
て
「
民
族
の
素
材
」
の
申
か
ら

教
材
を
選
択
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ

こ
で
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の
文
化
史
段
階
説
は
何
ら
の
役
割
を
も

担
う
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
教
材
組
織
論
に
お
い

て
は
、
「
相
互
関
連
と
中
心
統
合
し
が
き
わ
め
て
積
極
的
な
意
義
を

も
つ
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
彼
は
従
来
の
教
材
組
織
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
み
て
い
る
。

何
世
紀
も
の
問
、
諸
教
科
は
互
に
他
か
ら
分
立
し
て
教
授
さ
れ
て

き
た
。
ま
た
各
教
科
は
「
論
理
的
し
に
編
成
さ
れ
る
の
が
普
通
で

あ
っ
た
。
こ
の
」
「
論
理
的
編
成
と
分
立
し
の
二
つ
が
最
近
に
至
る

ま
で
の
共
通
の
特
徴
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
教
科
編
成
の

「
弱
点
」
に
対
し
て
、
や
が
て
新
し
い
考
え
方
が
提
起
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
「
百
年
前
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

た
よ
う
に
、
ま
た
今
日
で
は
デ
ュ
ー
イ
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
諸
教
科
の
分
立
は
正
し
く
な
い
。
」
と
い
う
認
識
が
こ
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れ
で
あ
る
。
子
ど
も
は
自
分
の
行
動
を
学
校
外
で
は
、
学
校
教
育

で
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
強
力
な
線
で
区
切
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
彼
は
「
相
互
関
連
」
に
つ
い
て
、
O
■
マ

ク
マ
リ
ー
の
所
説
な
ど
を
も
引
用
し
な
が
ら
解
説
し
、
次
の
よ
う

に
特
徴
づ
け
て
い
る
。

　
　
相
互
関
連
は
一
つ
の
教
科
に
お
け
る
情
報
を
他
の
諸
教
科
や

　
同
一
教
科
の
他
の
部
分
と
相
互
に
関
連
づ
け
、
あ
ら
ゆ
る
教
科

　
を
生
徒
の
生
活
と
関
連
づ
け
よ
う
と
す
る
。
地
理
は
歴
史
に
お

　
い
て
利
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
他
の
あ
ら
ゆ
る
教
科
に
お
い

　
て
言
葉
へ
の
注
意
が
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
算
術
が
必
要
と

　
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
ど
こ
で
も
利
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
（
中
略
）
毎
日
の
授
業
は
以
前
に
行
わ
れ
た
も
の
と
関
連
づ
け

　
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
さ
ら
に
、
す
べ
て
の
教
科
は
子
ど
も
の
生
活
と
関
連
づ
け
ら

　
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
算
術
は
職
業
生
活
か
ら
そ
の
応
用
問
題
を

　
と
り
出
す
べ
き
で
あ
る
。
生
徒
は
通
知
書
や
明
細
書
な
ど
を
作

　
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
べ
き
で
あ
る
。

　
彼
が
こ
の
よ
う
に
教
科
や
教
材
間
の
「
相
互
関
連
し
だ
け
で
な

く
、
「
生
活
と
関
連
づ
け
」
る
こ
と
を
も
強
調
し
て
い
る
の
は
、
ヘ

ル
バ
ル
ト
派
だ
け
で
な
く
、
デ
ュ
ー
イ
の
影
響
に
も
よ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
C
一
マ
ク
マ
リ
ー
も
す
で
に
デ
ュ
ー

イ
よ
り
も
早
く
か
ら
、
生
活
と
の
関
連
で
中
心
統
合
を
把
え
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
チ
ャ
ー
タ
i
ズ
は
、
「
中
心
統
合
」
を
「
相
互
関
連
」

の
一
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
、
前
者
は
全
教
科
を
「
中
心
的
教
科

と
従
位
的
教
科
し
の
二
種
類
に
区
分
し
て
、
全
体
的
な
統
合
を
図

ろ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
m

に
は
二
つ
の
「
利
点
」
が
あ
る
、
と
い
う
。
そ
の
一
つ
は
、
「
生
徒

が
、
中
心
的
教
科
の
学
習
活
動
に
附
随
す
る
教
材
、
ま
た
は
彼
が

必
要
と
感
じ
て
い
る
教
材
に
対
し
て
、
強
力
な
動
機
を
も
つ
よ
う

に
な
る
。
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
「
そ
れ
が
役
に
立
つ

こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
生
徒
た
ち
は
そ
れ
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る

よ
う
に
な
る
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
心
統
合
に
反
対
す
る

人
々
か
ら
は
、
各
教
科
を
最
初
か
ら
独
立
さ
せ
て
学
習
さ
せ
た
方

が
能
率
的
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
た
。
「
も
ち
ろ
ん

そ
の
こ
と
は
正
し
い
が
、
そ
れ
で
は
動
機
の
問
題
に
答
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
」
と
し
て
、
中
心
統
合
を
支
持
す
る
立
場
を
鮮
明
に

う
ち
出
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
彼
が
中
心
統
合
を
重
視
す
る
の
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト

派
の
よ
う
に
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
統
合
の
た
め
と
い
う
よ
り
、
主

と
し
て
η
必
要
L
性
と
か
「
動
機
し
と
か
の
面
か
ら
、
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
バ
ー
グ
リ
ー
の
立
場
に
近
い
も
の
で
、
彼
が
し
ば
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し
ば
「
本
質
主
義
者
」
と
み
ら
れ
る
の
も
当
然
か
も
し
れ
な
い
。

中
心
統
合
の
ね
ら
い
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
見
解
の
相
違
は
、
何

を
統
合
の
「
中
心
」
と
す
る
か
、
と
い
う
点
で
も
異
な
る
立
場
を

と
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
は
次
の

よ
う
に
言
つ
て
い
る
。

　
　
一
般
的
に
言
っ
て
一
つ
の
教
科
だ
け
で
は
、
い
か
な
る
教
科

　
で
も
「
核
」
に
は
な
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
教
科
も
一

　
つ
だ
け
で
は
生
活
の
す
べ
て
を
訓
練
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

　
し
、
ど
ん
な
教
科
で
も
附
随
す
る
す
べ
て
の
教
科
を
活
用
す
る

　
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
文
学
は
重
要
で
あ
り
、
興
味

　
も
喚
起
す
る
が
、
そ
れ
は
算
術
や
理
科
の
多
く
を
活
用
す
る
も

　
の
で
は
な
い
。
地
理
は
重
要
で
は
あ
る
が
、
多
く
の
文
学
や
歴

　
史
を
活
用
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
全
教
科
課
程

　
に
は
、
一
つ
を
越
え
る
中
心
教
科
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
も
「
ツ
ィ
ラ
ー
が
主
張
し
た
よ
う

な
極
端
な
形
の
中
心
統
合
に
は
反
対
し
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
、

こ
こ
に
み
る
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
の
見
解
と
は
別
で
あ
っ
た
。
彼
等
σ

場
合
、
一
つ
の
教
科
に
他
の
す
べ
て
の
教
科
を
従
属
さ
せ
る
こ

と
は
、
そ
れ
ら
の
教
科
の
健
全
な
学
習
の
妨
げ
に
な
る
、
と
い
う

理
由
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
の
場
合
は
、
中
心
教

科
が
そ
の
他
の
教
科
の
学
習
に
お
け
る
「
動
機
し
や
「
必
要
」
性

を
確
実
に
保
障
し
て
は
く
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
主
な
理
由
と

な
っ
て
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
さ
え
保

障
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
特
定
教
科
を
中
心
と
す
る
こ
と
に
も

そ
れ
ほ
ど
反
対
す
る
理
由
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
現
実
に
は
そ
れ
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
教
科
は
存
在

し
な
い
の
で
、
彼
自
身
も
一
教
科
を
「
核
」
に
す
る
中
心
統
合
に

は
賛
成
で
き
な
い
、
と
い
う
立
場
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

彼
自
身
は
ど
の
よ
う
な
教
科
群
を
「
核
」
に
し
よ
う
と
す
る
の
か

に
つ
い
て
は
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
後
に
η
活
動
分
析
L
法

を
提
唱
し
た
彼
と
し
て
は
、
社
会
生
活
に
お
け
る
「
活
動
様
式
」

を
重
視
し
、
教
科
の
枠
に
あ
ま
り
拘
泥
し
な
い
で
、
社
会
生
活
に

お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
「
活
動
」
を
「
核
」
に
し
た
い
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
な
お
彼
は
、
「
ど
れ
が
中
心
的
諸
教
科
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酬

ろ
い
ろ
の
人
が
い
く
つ
か
の
答
を
出
し
て
い
る
。
」
と
し
て
、
八
つ

の
実
例
を
あ
げ
て
い
る
。
句
－
勺
胃
ぎ
グ
竃
｛
ω
ω
と
豪
σ
q
－
＞
需
『
こ
．

O
①
名
Φ
さ
罵
｛
ω
ω
O
◎
り
P
串
ψ
『
ユ
①
叶
竃
．
ω
o
○
叶
戸
－
い
．
罵
①
ユ
～
昌
一
〇
－

オ
．
津
冒
9
卑
易
叶
鶉
◎
昌
に
よ
る
各
プ
ラ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
ら

が
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の
中
心
統
合
と
は
ど
の
よ
う
な
関
連
に
な
る

の
か
明
瞭
で
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
と
に
か
く
こ
の
よ
う
な
η
プ

ラ
ン
し
が
現
わ
れ
た
こ
と
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
主
張
が
何
ら
か
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の
形
で
支
持
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。

四
、
教
授
過
程
論
の
特
徴

　
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
の
教
授
過
程
論
は
、
重
要
な
部
分
で
バ
ー
ー
グ

リ
ー
の
『
教
育
の
過
程
』
か
ら
の
引
用
が
多
く
、
そ
の
全
体
構
造

も
類
似
し
て
い
る
。
彼
は
教
授
の
方
法
を
「
伝
達
」
（
叶
①
冒
潟
）
と

「
開
発
的
方
法
し
（
皆
く
巴
◎
且
潟
昌
①
庄
a
）
に
大
別
す
る
。
こ
れ

は
バ
ー
グ
リ
ー
の
い
う
「
教
示
」
と
「
開
発
し
に
対
応
し
て
い
る

が
、
さ
ら
に
後
者
は
マ
ク
マ
リ
ー
兄
弟
に
よ
っ
て
す
で
に
明
確
に

示
唆
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
は
、
バ
ー
グ
リ
ー
と
同
様
に
、
「
開
発
的
方
法
」

を
「
帰
納
的
方
法
」
と
「
演
緯
的
方
法
」
の
二
つ
に
分
け
、
前
者

に
関
し
て
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
形
式
段
階
を
実
質
的
に
継
承
し
て

い
る
。
彼
に
よ
る
と
「
開
発
的
方
法
」
は
生
徒
を
推
理
す
る
一
轟
易
竃

）
よ
う
に
導
き
、
「
伝
達
」
は
想
起
す
る
（
箒
昌
③
8
げ
竃
）
よ
う
に

導
く
。
し
と
い
う
。

　
教
育
に
お
い
て
「
伝
達
」
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な

い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
教
育
は
子
ど
も
達
が
諸
価
値
を
「
鑑
識
」
し
、

「
統
御
」
す
る
よ
う
に
導
く
こ
と
を
意
図
す
る
が
、
「
伝
達
し
に
お

い
て
は
、
生
徒
に
対
し
て
直
接
に
「
既
製
の
方
法
を
与
え
る
こ
と
」

に
な
る
。
バ
ー
グ
リ
ー
が
こ
ち
ら
を
η
間
接
的
方
法
L
と
呼
ん
だ

の
は
、
そ
の
「
統
御
方
法
し
を
つ
く
り
出
す
過
程
に
生
徒
が
直
接

に
は
か
か
わ
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
同
様
の
観
点
か
ら
、

生
徒
が
直
接
に
原
理
や
法
則
な
ど
の
「
統
御
方
法
」
を
導
く
過
程

を
た
ど
る
「
開
発
的
方
法
」
を
、
彼
は
「
直
接
的
方
法
」
と
呼
ん
だ

の
で
あ
る
。
実
際
の
教
授
に
お
い
て
は
「
伝
達
」
の
役
割
は
き
わ

め
て
大
で
あ
る
。
「
人
生
は
短
い
の
で
、
生
徒
た
ち
は
こ
れ
ら
の
文

化
遺
産
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
進
歩
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
な
る

ば
か
り
で
な
く
、
彼
等
を
生
ん
で
く
れ
た
世
代
よ
り
も
は
る
か
に

遅
れ
て
し
ま
う
。
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
「
既
製
の
統
御
方

法
は
教
育
と
生
活
に
お
い
て
重
要
な
位
置
と
大
き
な
価
値
を
も

つ
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
「
伝
達
」
に
つ
い
て
は
自

明
の
こ
と
と
み
て
い
る
ら
し
く
、
多
く
を
語
っ
て
は
い
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
「
開
発
的
方
法
」
に
関
し
て
は
多
く
の
ス
ペ
ー

ス
を
費
し
て
い
る
。
授
業
に
は
「
生
徒
、
教
科
書
、
教
師
の
三
要

素
」
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
う
ち
ど
れ
に
力
点
を
置
く
か
に
よ
っ
て

教
授
の
方
法
は
異
な
っ
て
く
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
教
科
書
ま
た
は

教
師
に
重
点
を
お
け
ば
「
伝
達
」
に
傾
き
、
子
ど
も
に
力
点
を
お

け
ば
η
開
発
的
方
法
L
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

彼
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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強
調
点
が
生
徒
に
お
か
れ
、
彼
の
活
動
が
適
切
に
機
能
す
る

　
際
に
教
科
書
と
教
師
が
手
段
と
み
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ

　
れ
は
開
発
的
方
法
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
統
御
の
面
か
ら
み
る

　
な
ら
ば
、
開
発
的
方
法
と
は
、
時
間
と
労
力
の
節
約
に
な
る
よ

　
う
な
教
師
と
教
科
書
か
ら
の
援
助
に
よ
っ
て
、
生
徒
が
彼
自
身

　
の
方
法
と
統
御
と
を
つ
く
り
出
す
方
法
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

　
ろ
う
。
判
断
の
面
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
方
法
は
生
徒
が
自

　
分
で
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
子
ど
も
た
ち
を
置
く
こ
と

　
で
あ
る
と
、
バ
ー
グ
リ
ー
は
言
う
。
開
発
的
方
法
は
生
徒
が
推

　
理
す
る
よ
う
に
導
き
、
「
伝
達
」
は
想
起
す
る
よ
う
に
導
く
。

　
　
活
動
の
面
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
マ
ク
マ
リ
ー
が
こ
の
方
法
に

　
つ
い
て
「
生
徒
た
ち
の
心
が
考
え
を
つ
く
り
出
す
の
に
活
発
で

　
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
等
は
質
問
も
す
る
し
、
考

　
え
を
発
表
す
る
の
に
書
物
や
教
師
の
言
葉
で
は
な
し
に
、
彼
等

　
自
身
の
言
葉
を
使
う
の
で
あ
る
。

　
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
の
教
授
過
程
論
が
バ
ー
グ
リ
ー
と
マ
ク
マ
リ
ー

兄
弟
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
一
節
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
が
授
業
の
「
三
要
素
」
と
い
っ

て
い
る
の
は
、
マ
ク
マ
リ
ー
兄
弟
が
「
講
義
法
、
教
科
書
法
、
開

発
的
方
法
」
と
呼
ん
だ
も
の
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
疑
問
の
余

地
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
開
発
的
方
法
」
の
特
徴
は
上
に
引
用
し
た

彼
の
説
明
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
「
伝
達
」
法
と

と
も
に
、
教
科
や
単
元
の
性
格
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
か
が
主
と
な
る

こ
と
は
あ
る
が
、
「
同
じ
授
業
の
中
に
両
方
が
あ
ら
わ
れ
る
の
が
菩

通
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
「
開

発
的
方
法
」
が
用
い
ら
れ
な
い
授
業
は
珍
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
が

「
伝
達
」
が
な
い
授
業
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

　
「
開
発
的
方
法
」
は
、
実
際
に
は
「
帰
納
的
方
法
」
か
「
演
緯

的
方
法
」
の
い
ず
れ
か
に
な
る
が
、
チ
ャ
i
タ
ー
ズ
は
、
そ
れ
ら

に
つ
い
て
論
ず
る
前
に
、
「
開
発
的
方
法
」
の
利
点
を
つ
ぎ
の
よ
う

に
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
「
記
憶
を
助
け
る
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
展
開
過
程
で
多
く
の
こ
と
が
反

復
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
進
行
途
上
の
す
べ
て
の
点
で
他
の
こ
と

が
ら
と
の
連
合
が
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
は
生
徒
の

活
発
な
精
神
活
動
に
よ
っ
て
注
意
が
強
く
は
た
ら
く
か
ら
、
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
最
後
の
点
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
の
利
点
は
、
㍗
記
憶
が
消
失
し
て
し
ま
っ
た
と
き
で
も
、
生

徒
が
そ
の
方
法
を
再
構
築
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
。
L
と
い
う
一
」
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
生
徒
が
彼
自
身
の
方
法
と
統
御
を
つ
く
り
出

す
方
法
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
利
点
」
も
い
っ
そ

う
期
待
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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第
三
に
、
そ
の
方
法
に
よ
れ
ば
、
「
生
徒
は
そ
れ
を
よ
り
よ
く
理

解
し
、
そ
の
利
用
法
を
も
よ
り
よ
く
理
解
す
る
」
と
い
う
こ
と
を

あ
げ
て
い
る
。
例
え
ば
、
車
の
構
造
を
よ
り
よ
く
理
解
し
て
い
る

運
転
者
は
、
単
に
レ
バ
i
の
操
作
の
み
を
知
っ
て
い
る
人
よ
り
も
、

い
っ
そ
う
上
手
に
車
を
操
従
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
「
開
発
的
方
法
」
特
有
の
「
利
点
」

と
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
説
得
力
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
四
の
「
利
点
」
は
、
「
方
法
は
思
い
出
さ
れ
て
も
活
用
が
で
き

な
い
と
い
う
場
合
に
、
そ
れ
に
変
更
を
加
え
て
特
殊
な
諸
条
件
に

適
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ

が
で
き
に
く
い
と
こ
ろ
に
「
既
製
の
方
法
の
弱
点
が
あ
る
」
と
し

て
い
る
。
こ
の
最
後
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点
は
、
「
も
の
ご
と
を
考

え
ぬ
き
、
試
み
、
実
験
し
て
み
る
と
い
う
習
慣
は
、
形
成
す
べ
き

よ
い
習
慣
で
あ
る
。
形
式
陶
冶
に
反
対
す
る
の
あ
ま
り
、
こ
の
こ

と
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
「
利
点
」
が
あ
る
と
し
て
も
、
以
下
の
よ
う
な
「
限

界
し
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
が
こ
ソ
」

で
あ
げ
て
い
る
四
つ
の
点
は
す
べ
て
マ
ク
マ
リ
ー
兄
弟
が
『
授
業

の
方
法
』
に
お
い
て
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
マ
ク
マ
リ
ー

は
三
つ
の
限
界
を
あ
げ
て
い
る
。
」
と
し
て
、
ω
す
べ
て
の
も
の
が

「
開
発
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
し
と
い
う
こ
と
、
ω
そ
れ
を
適
用

す
る
の
が
「
き
わ
め
て
難
し
い
」
と
い
う
こ
と
、
㈹
過
去
の
知
的

財
宝
は
「
書
物
の
中
に
蓄
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
、
を
あ

げ
て
い
る
。
そ
し
て
第
四
点
も
、
「
マ
ク
マ
リ
ー
が
ほ
か
の
文
脈
で

述
べ
て
い
る
」
こ
と
で
、
「
は
い
ま
わ
る
危
険
性
（
駐
潟
9
　
艮

名
竃
思
ユ
潟
）
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
子
ど
も
中

心
的
な
方
法
に
関
し
て
よ
く
指
摘
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

　
次
に
「
帰
納
的
方
法
」
の
特
質
に
つ
い
て
み
て
ゆ
き
た
い
。
ま

ず
彼
は
そ
の
教
授
理
論
史
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。
有
史
以
前
か
ら
教
師
や
親
に
よ
る
教
育
の
方

法
は
「
記
憶
法
」
（
嘗
①
冒
O
津
蟹
昌
①
序
a
）
で
あ
っ
た
が
、
こ
の

方
法
の
弱
点
を
洞
察
し
、
そ
れ
に
代
る
新
し
い
方
法
を
提
唱
し
た

の
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
「
帰
納
的
方
法
」
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
は
帰
納
的
方
法
を
あ
ま
り
に

も
一
般
的
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
過
度
に
重
視
す

る
結
果
に
な
っ
た
。
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
バ
i
グ
リ
ー
や
、
か
つ

て
の
η
全
国
ヘ
ル
バ
ル
ト
協
会
L
会
長
の
ド
ガ
ー
モ
も
す
で
に
指

摘
し
て
い
た
点
で
あ
る
。

　
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
の
「
帰
納
的
方
法
」
に
関
す
る
理
論
上
の
特
徴

は
、
そ
れ
を
「
問
題
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
」
と
み
る
ド
ガ
ー
モ
の
理

論
を
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
て
、
そ
れ
を
科
学
的
方
法
論
の
観
点

か
ら
さ
ら
に
一
歩
前
進
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
ド
ガ
i
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モ
に
も
ま
だ
残
っ
て
い
た
大
枠
と
し
て
の
三
段
階
（
類
化
の
過
程
、

思
考
の
過
程
、
応
用
の
過
程
）
に
は
触
れ
ず
に
、
「
帰
納
法
の
本
質
」

を
そ
の
ま
ま
教
授
過
程
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
い
っ
そ
う

強
め
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
帰
納
法
は
η
四
つ
の
要
素
L
か
ら
成

る
。
「
特
殊
な
も
の
の
観
察
、
そ
れ
ら
の
比
較
、
一
般
化
の
形
成
、

そ
れ
に
検
証
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
教
授
過
程
と
し
て
把
え
る
と
「
問

題
」
「
資
料
」
「
仮
説
」
「
解
決
」
「
検
証
し
と
な
る
、
と
い
う
。

　
で
は
、
こ
れ
を
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の
形
式
段
階
と
対
比
す
る
と

ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
彼
は
、
最
初
と

最
後
の
段
階
す
な
わ
ち
η
予
備
し
と
「
応
用
」
が
帰
納
法
の
プ
ロ

セ
ス
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
も
の
、
と
み
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
η
特

殊
な
も
の
を
扱
う
第
二
段
階
、
そ
れ
ら
を
比
較
す
る
第
三
段
階
、

一
般
化
を
す
る
第
四
段
階
、
が
帰
納
法
に
か
か
わ
る
諸
段
階
で
あ

る
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
応
用
」
の
段
階
が
演
緯
的

に
な
る
こ
と
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
も
異
論
な
く
認
め
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
マ
ク
マ
リ
i
兄
弟
が
形
式
段
階
を
「
帰
納
的
一
演
緯
的
思

考
運
動
」
と
し
て
把
え
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
帰
納
法
を
厳
格
に
規
定
す
れ
ば
「
予
備
」
と
「
応
用
」

は
そ
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
除
外
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を

基
礎
に
彼
が
提
唱
す
る
問
題
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト

主
義
の
五
段
階
と
実
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い

の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
段
階
で
あ
る
「
問
題
」
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
派

の
「
予
備
」
と
そ
れ
ほ
ど
異
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ほ

と
ん
ど
の
ア
メ
リ
カ
一
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
は
、
ラ
イ
ン
の
形
式
段
階
苗

論
を
う
け
て
そ
の
中
に
「
目
的
指
示
」
（
N
邑
彗
σ
q
讐
③
）
を
含
め
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
当
然
単
元
の
意
図
や
ね
ら
い
を

明
確
に
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
最
後
の
「
検
証
」

に
つ
い
て
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
は
、
「
立
証
（
肩
◎
o
｛
）
は
、
規
則
や
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

義
の
特
定
場
面
へ
の
応
用
に
よ
っ
て
成
立
す
る
」
と
説
明
し
て
い

る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
の
い
う
「
問
題
解
決
」
の
プ
ロ
セ
ス

は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
「
応
用
し
を
除
外
し
た
も
の
で
は
な
い
こ

と
に
な
る
。

　
こ
う
み
て
く
る
と
、
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
の
「
問
題
解
決
」
の
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
の
「
帰
納
的
方
法
」
は
、
マ
ク
マ
リ
ー
兄
弟
の
『
授

業
の
方
法
』
と
そ
こ
か
ら
多
く
の
も
の
を
取
り
λ
れ
て
い
る
バ
ー

グ
リ
ー
の
『
教
育
の
過
程
』
、
そ
れ
に
ド
ガ
ー
モ
の
『
中
等
教
育
の

原
理
』
、
に
お
け
る
教
授
過
程
論
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は
デ
ュ
ー
イ
の
「
反
省
的
思

考
」
の
「
五
段
階
し
に
も
ほ
ぼ
到
達
し
か
け
て
い
た
も
の
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
彼
の
『
教
授
の
方
法
』
（
岩
8
）
に
は

「
活
用
さ
れ
て
い
る
哲
学
的
観
点
に
関
し
て
は
、
シ
カ
ゴ
大
学
に

お
け
る
私
の
恩
師
の
方
々
、
と
り
わ
け
ジ
ョ
ン
画
デ
ュ
ー
イ
博
士
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D

に
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
L
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え

る
よ
う
に
、
デ
ュ
ー
イ
の
影
響
も
大
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た

だ
し
、
彼
は
デ
ュ
ー
イ
が
『
思
考
の
方
法
』
を
改
訂
（
H
胃
◎
）
し

た
後
で
も
、
五
段
階
の
最
初
に
く
る
η
問
題
L
を
、
デ
ュ
ー
イ
の

よ
う
に
「
困
難
の
感
受
」
（
置
叶
蟹
蟹
O
邑
q
）
と
と
ら
え
る
ほ
ど
学

習
者
主
導
の
立
場
に
徹
し
て
は
い
な
い
。
彼
が
デ
ュ
ー
イ
の
指
導

を
強
く
受
け
な
が
ら
も
「
本
質
主
義
者
し
と
み
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
の
も
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
と
み
、
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。　

「
開
発
的
方
法
」
の
も
う
一
つ
は
「
演
緯
的
方
法
」
で
あ
る
。

上
述
の
η
帰
納
的
方
法
L
は
多
く
の
「
利
点
」
を
も
つ
重
要
な
方

法
で
は
あ
る
が
、
実
際
の
教
授
に
お
い
て
は
「
演
緯
的
方
法
の
方

が
は
る
か
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
。
」
と
い
う
。
考
え
て
み
れ
ば
、

こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
方
法
は
「
予
想
型
」

と
「
説
明
型
し
に
大
別
さ
れ
る
が
、
こ
の
区
分
は
バ
ー
グ
リ
ー
の

理
論
を
そ
の
ま
ま
引
き
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
を

単
に
教
授
の
形
態
と
み
る
だ
け
で
な
く
、
「
問
題
解
決
」
の
プ
ロ
セ

ス
と
み
る
観
点
が
、
こ
こ
で
も
バ
ー
グ
リ
ー
よ
り
も
一
段
と
強
調

さ
れ
て
い
る
。

　
チ
ャ
i
タ
ー
ズ
は
、
論
理
学
者
が
普
通
こ
の
「
演
緯
的
方
法
」

を
二
般
的
原
理
、
特
殊
な
ケ
ー
ス
、
推
論
一
窯
蟹
蟹
8
）
の
三

局
面
L
に
分
析
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
教
授
過
程

を
構
成
し
よ
う
と
す
る
。
「
帰
納
的
方
法
し
と
同
様
に
、
こ
れ
も
「
問

題
解
決
の
一
形
態
し
で
あ
り
、
前
者
に
お
い
て
は
二
般
化
し
が

追
求
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
「
推
論
し
を
さ
せ
る
こ
と
が

教
授
の
目
標
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
「
三
局
面
」
の
中
で
は
、
「
推
論

が
最
も
困
難
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
論
理
学
者
の
分
析
は
上
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
教
授
過

程
と
し
て
の
㌻
演
緯
的
方
法
L
は
、
「
問
題
」
「
資
料
」
「
推
論
」
「
検

証
」
の
四
局
面
を
も
つ
、
と
い
う
。
こ
れ
を
バ
ー
グ
リ
ー
の
η
資

料
L
「
原
理
」
「
推
論
ま
た
は
結
論
し
「
検
証
」
と
比
較
し
て
み
る
と
、

両
者
の
相
異
は
「
問
題
」
を
設
定
す
る
か
ど
う
か
だ
け
と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
バ
ー
グ
リ
ー
の
場
合
も
「
資
料
」
を
提

示
す
る
際
に
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
解
決
に
か
か
わ
る
資
料
な
の

か
は
示
さ
れ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
外
見

ほ
ど
の
相
違
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
チ
ャ
ー
タ
ー

ズ
の
方
が
、
そ
れ
を
明
確
に
一
つ
の
局
面
と
し
て
位
置
づ
け
て
い

る
だ
け
に
、
「
演
緯
的
方
法
し
を
も
「
問
題
解
決
」
の
プ
ロ
セ
ス
と

み
る
傾
向
を
一
段
と
強
め
て
い
る
、
と
み
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
に
は
「
原
理
」
と
い
う
局
面
は
見

あ
た
ら
な
い
が
、
「
演
緯
的
方
法
」
で
あ
る
か
ら
に
は
、
「
問
題
」

か
㍗
資
料
L
の
と
こ
ろ
で
、
当
然
「
原
理
し
も
提
示
さ
れ
る
も
の
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と
み
ら
れ
る
。

　
以
上
の
教
授
遇
程
論
の
ほ
か
に
、
こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
す
べ

き
も
の
に
「
類
化
」
論
が
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
「
過
去
の
経
験
の

活
用
し
と
い
う
章
題
で
論
じ
て
い
る
。
シ
ー
ゲ
ル
が
「
類
化
に
関

す
る
す
ぐ
れ
た
一
章
」
と
一
言
っ
た
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
用
語

を
最
も
広
く
普
及
さ
せ
た
の
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
で
あ
る
と
の
観
点

か
ら
、
ま
ず
C
画
マ
ク
マ
リ
ー
を
引
用
し
て
そ
の
基
本
的
意
義
を

説
明
し
、
つ
づ
い
て
同
様
に
こ
の
意
義
を
重
視
し
た
バ
ー
グ
リ
ー

を
も
引
用
す
る
。

　
し
か
し
彼
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
き
た
内

容
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
そ
れ
ら
の
点
に
彼
自
身
が

っ
け
加
え
た
い
点
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
一
っ
と
し
て

「
態
度
」
に
論
及
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
芸
術
家
と
技
師
と
地
理

学
者
が
同
時
に
ナ
イ
ヤ
ガ
ラ
の
滝
を
み
て
も
、
そ
こ
か
ら
何
を
う

け
と
る
か
は
、
各
人
の
「
過
去
の
経
験
」
の
差
に
よ
っ
て
大
き
く

異
な
っ
て
く
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
が
最
も
力
点
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洲

置
い
て
い
る
の
は
「
復
習
の
必
要
性
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
類
化
」

の
原
理
を
基
礎
に
、
「
復
習
」
を
「
動
機
づ
け
の
た
め
の
復
習
」
「
解

決
の
助
力
と
し
て
の
復
習
」
「
機
能
的
結
合
の
た
め
の
復
習
」
の
各

観
点
か
ら
考
察
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
単
に
ヘ
ル
バ
ル

ト
主
義
の
原
理
を
継
承
し
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て

い
る
証
左
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

む
　
す

び

　
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
の
『
教
授
の
方
法
』
は
「
デ
ュ
ー
イ
と
ヘ
ル
バ

ル
ト
派
の
双
方
か
ら
導
か
れ
た
諸
概
念
を
結
合
す
る
と
い
う
、
今

世
紀
初
め
の
十
年
間
の
一
般
的
特
徴
を
示
す
好
例
」
と
み
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
特
徴
は
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
お
お
よ
そ
明
ら
か

に
さ
れ
た
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
の
「
諸
概
念
」
も
か
な
り
の
変
容

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
は
い
る
が
、
彼
の
教
授
理
論
に
お
い
て
重
要

な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
『
教
授
の
方
法
』

は
彼
の
代
表
的
著
作
と
は
言
え
な
い
が
、
彼
の
処
女
作
で
あ
り
、

後
の
『
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
』
へ
の
重
要
な
基
盤
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
動
か
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
う
だ
ど
す
れ
ば
、
チ
ャ
ー
タ
ー

ズ
の
ア
メ
リ
カ
教
育
界
に
お
け
る
大
き
な
位
置
か
ら
判
断
し
て

も
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
が
貴
重
な
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
の
一
端

を
示
す
証
拠
と
は
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
〔
註
〕

ω
　
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
と
デ
ュ
ー
イ
し
日
本
教
育
学
会

　
編
『
教
育
学
研
究
』
第
μ
巻
第
3
号
（
昭
和
5
2
年
一

　
「
バ
ー
グ
リ
ー
教
授
論
の
成
立
と
そ
の
進
展
ー
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
と
の
関
係
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235〕（47〕（682〕　α1〕　｛1O〕　（9

を
中
心
と
し
て
L
蘭
本
デ
ュ
ー
イ
学
会
紀
要
第
1
3
号
一
昭
和
4
7
年
）
「
ア
メ
リ

カ
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
主
義
教
授
理
論
の
進
展
　
　
ソ
i
ン
ダ
イ
ク
を
中
心
と
し

て
」
福
島
大
学
教
育
学
部
論
集
第
2
7
号
の
3
一
昭
和
5
3
年
一

　
H
。
ラ
ッ
グ
は
一
九
一
〇
年
代
か
ら
一
九
四
〇
年
代
の
「
本
質
主
義
者
し

と
し
て
バ
i
グ
リ
i
、
キ
ャ
ン
デ
ル
、
ジ
ャ
ツ
ド
な
ど
と
共
に
チ
ャ
ー
タ
ー

ズ
を
も
あ
げ
て
い
る
（
顯
O
O
S
5
肉
¢
σ
q
⑰
q
一
旬
◎
¢
づ
α
津
甘
O
易
叶
冒
声
ヨ
①
ユ
O
§

向
α
仁
s
戊
o
員
H
漫
一
p
①
8
）
。
ま
た
チ
ャ
ー
タ
ー
ズ
と
ボ
ビ
ツ
ト
の
理
論

は
同
様
の
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