
ヴ
ィ
ル
マ

ン
の
シ
ュ

ラ
イ
ェ
レノ

ツ

ル
教
育
学
へ
の
接
近長

　
　
谷
　
　
川

栄

、
は
じ
め
に

　
ヴ
ィ
ル
マ
ン
（
一
八
三
九
－
一
九
二
〇
）
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
の
研
究

と
そ
の
実
践
か
ら
出
発
し
、
次
第
に
そ
れ
を
の
り
越
え
て
、
社
会
的
観
点
に
も

と
づ
く
独
自
の
教
育
理
論
を
確
立
し
、
「
陶
冶
論
と
し
て
の
教
授
学
」
を
樹
立
す

る
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
を
の
り
越
え
る
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
彼
は
シ
ュ
ラ

イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
（
一
七
六
八
－
一
八
三
四
）
の
教
育
学
か
ら
少
な
か
ら
ざ
る

影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
教
青
研
究
を
回
顧
し
た

自
伝
的
小
晶
「
ヘ
ル
バ
ル
ト
を
越
え
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
へ
」
の
中
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
徹
底
的
な
ヘ
ル
バ
ル
ト
研
究
は
私
に

非
常
に
多
く
の
励
ま
し
を
与
え
て
く
れ
た
が
、
私
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
研
究
に
よ
っ

て
、
教
育
学
が
構
成
的
体
系
の
部
門
と
し
て
現
わ
れ
る
と
き
に
受
け
る
狭
さ
を

認
識
し
た
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
、
私
を
補
充
的
研
究
へ
と
ま
す
ま
す
か
り
た

て
た
。
こ
の
た
め
に
向
か
っ
た
の
が
、
ま
ず
対
象
の
弁
証
法
的
取
扱
い
と
脅
少

年
陶
冶
の
個
人
的
課
題
と
社
会
的
課
題
と
の
対
置
を
さ
せ
る
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ

ッ
ヘ
ル
の
教
育
論
で
あ
っ
た
。
」
（
1
）
と
。
こ
の
叙
述
を
手
が
か
り
に
し
て
、

ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
ど
の
よ
う
に
し
て
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
教
育
字
に
接
近
L
、

そ
の
研
究
か
ら
ど
ん
な
面
に
大
壱
な
影
響
を
受
け
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明

か
に
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

　
こ
の
課
題
に
っ
い
て
、
拙
稿
「
ヴ
ィ
ル
マ
ン
教
授
学
に
お
け
る
客
観
的
観
点

の
確
立
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
検
討
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
（
2
）
。

ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
シ
ュ
ラ
イ
ェ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
教
育
学
に
接
近
し
た
の
は
、
プ
ラ
ー

グ
大
学
教
授
就
任
の
一
八
七
二
年
か
ら
彼
の
主
著
「
陶
冶
論
と
し
て
の
教
授
筈

第
一
巻
を
出
版
し
た
一
八
八
二
年
に
い
た
る
十
年
間
で
あ
る
。
右
の
論
文
に
お

け
る
検
討
は
、
そ
の
十
年
間
の
最
初
の
二
年
間
の
限
定
さ
れ
た
資
料
に
も
と
づ

い
て
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
そ
れ
は
不
十
分
な
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
そ
の
後
の
資
料
を
加
え
て
、
十
年
間
に
お
け
る
ヴ
ィ

ル
マ
ン
の
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
教
育
学
の
研
究
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
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二
、

ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
の
接
近
の
過
程

　
ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
教
育
学
に
接
し
た
の
は
、
プ
ラ
ー

グ
大
学
教
授
就
任
の
一
八
七
二
年
四
月
以
降
で
あ
る
。
そ
の
年
の
夏
学
期
の
講

義
「
一
般
教
育
学
－
文
化
財
の
伝
達
と
し
て
の
教
育
」
の
草
稿
の
中
で
、
は
じ

め
て
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
言
及
す
る
。
こ
の
草
稿
に
よ
る
と
、
彼
は
教

奮
を
二
つ
の
観
点
か
ら
把
握
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
は
責
少
年
を
人
問
共

同
体
へ
編
入
さ
せ
る
と
い
う
社
会
的
観
点
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
青
少
年
に

o
g
葦
§
σ
q
　
の
財
を
伝
達
す
る
と
い
う
客
観
的
観
点
で
あ
る
。
前
者
の
社
会

的
観
点
か
ら
の
教
育
考
察
で
は
、
「
教
育
と
人
間
共
同
体
と
は
切
り
離
す
こ
と
が

で
き
な
い
」
（
3
）
．
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
ζ
の
共
同
体
と
の
関
係
こ
そ
が
教
育
の

根
本
徴
表
で
あ
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
。
そ
の
さ
い
に
、
同
じ
方
向
の
教
育
概

念
を
規
定
し
た
ひ
と
り
と
し
て
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
れ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
。
教
育
は
種
々

の
大
き
な
生
活
共
同
体
の
固
有
な
状
態
を
め
ざ
し
て
人
間
を
陶
冶
し
よ
う
と
す

る
。
教
育
は
外
か
ら
の
意
図
的
働
き
か
け
を
通
じ
て
個
人
の
発
達
過
程
を
惹
起

さ
せ
継
続
さ
せ
る
一
作
用
と
し
て
、
各
共
同
体
の
生
活
の
内
へ
入
り
こ
ん
で
い
る
。
そ

の
さ
い
の
意
図
的
働
き
か
け
は
、
共
同
体
と
そ
の
成
貫
を
名
園
に
し
て
個
人
を

介
し
て
行
使
さ
れ
る
。
」
（
員
1
ω
・
紅
紅
ω
）
こ
の
教
育
の
規
定
に
つ
い
て
、
ヴ

ィ
ル
マ
ン
は
意
図
的
な
も
の
が
要
求
さ
れ
る
と
教
育
の
根
底
が
誤
認
さ
れ
て
し

ま
う
と
異
論
を
唱
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
教
育
作
用
と
共
同
体
と
の
密
接
な
関

係
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い

て
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
教
育
学
研
究
へ
の
第
一
歩
を
踏

み
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
プ
ラ
ー
グ
大
学
の
二
般
教
育
学
」
講
義

（
4
）
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
要
か
ら
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ

ヘ
ル
の
教
育
学
に
接
し
、
し
か
も
社
会
的
観
点
か
ら
の
教
育
考
察
と
い
う
面
で

彼
の
教
育
規
定
に
賛
意
を
表
わ
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
シ
ュ
ラ

イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
教
育
学
に
特
別
に
注
目
し
て
、
そ
れ
に
傾
倒
し
て
深
く
研
究

す
る
と
い
う
姿
勢
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
二
つ
の
点

か
ら
明
か
で
あ
る
。

　
第
一
は
、
一
八
七
二
年
八
月
二
一
日
と
二
一
日
の
日
記
覚
書
き
の
中
で
シ
ュ

ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
言
及
す
る
が
、
そ
の
言
及
の
仕
方
が
疑
聞
符
を
つ
け
た

憶
測
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
そ
こ
で
、
個
人
教
育
学

と
国
家
教
育
学
と
を
二
つ
の
極
と
し
て
対
比
さ
せ
る
考
え
方
は
言
語
。
慣
習
一

伝
統
を
も
つ
共
同
体
や
民
族
共
同
体
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
こ
と
か
ら
生
ま

れ
て
く
る
、
と
述
べ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
・
ル
は
部
分
的
に

（
？
）
こ
の
二
者
択
一
の
考
え
を
越
え
て
い
る
引
」
（
目
1
ω
L
竃
）
　
と
い

う
。
こ
う
し
た
表
現
の
仕
方
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
諸
著
作
に
十
分

に
取
り
組
ん
で
い
な
い
と
い
う
証
拠
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
彼
は
一
八
七
二
年
か
ら
翌
年
に
わ
た
る
冬
学
期
に
「
近
代
教
育
学

ユ37



の
歴
史
」
と
い
う
講
義
を
行
な
う
が
、
そ
こ
で
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
を
汎

神
論
者
の
ひ
と
り
と
し
て
取
り
上
げ
て
は
い
る
も
の
の
、
彼
の
教
育
思
想
は
必

ず
し
も
重
視
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
寓
1
ω
・
ω
べ
）
そ
の
講
義
は
、

ま
ず
ル
ソ
ー
か
ら
始
ま
り
、
バ
ゼ
ド
ウ
そ
の
他
の
汎
愛
主
義
者
を
へ
て
、
ペ
ス

タ
ロ
ッ
チ
、
さ
ら
に
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
そ
し
て
ヘ
ル
バ
ル
ト
、
最
後
に
詩

人
、
言
語
学
者
、
神
学
者
お
よ
び
汎
神
論
者
に
い
た
る
教
育
思
想
の
特
徴
を
論

じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
重
点
を
形
成
し
て
い
た
の
は
、
ル
ソ
ー
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ

チ
お
よ
び
ヘ
ル
バ
ル
ト
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
教
育
論
は
、

特
別
に
き
わ
だ
っ
て
注
目
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
八
七
三
年
か
ら
七
四
年
に
か
け
て
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
シ
ュ
ラ

イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
教
育
学
の
研
究
に
本
格
的
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
、
痛
感
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
日
記
覚
書
き
や
講
義
草
稿
な

ど
の
記
述
に
よ
る
と
、
次
の
二
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
一
は
、
彼
が
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
の
個
人
主
義
的
な
い
し
主
観
主
義
的
狭

さ
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
彼
は
フ
ォ
ス
出
版
社
か
ら
依
頼
さ
れ
て
、
「
ヘ
ル
バ
ル

ト
教
育
学
著
作
集
」
の
出
版
の
準
備
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
ご
の
取
り
組
み
に
お
い

て
、
彼
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
が
一
八
世
紀
以
来
の
偲
人
主
義
的
観
点
の
一
も
と
に
把

握
さ
れ
る
と
い
う
狭
さ
を
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
一
八
七
三
年
夏
学

期
講
義
二
般
教
育
学
－
後
代
の
同
化
と
し
て
の
教
育
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に

彼
は
述
べ
て
い
る
。
「
教
育
が
主
観
主
義
的
に
な
い
し
は
個
人
主
義
的
に
把
握
さ

れ
、
し
た
が
っ
て
教
育
が
個
人
か
ら
出
発
し
、
も
っ
ぱ
ら
相
手
の
個
人
に
一
定

の
精
神
的
状
態
を
与
え
よ
う
と
す
る
目
的
を
も
つ
技
術
的
成
果
と
し
て
把
握
さ

れ
、
そ
の
た
め
に
比
較
的
僅
か
な
人
に
の
み
か
な
え
ら
れ
る
よ
う
な
主
体
の
形

成
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
、
人
は
誤
謬
に
お
ち
い
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
」
（
自
1

ω
』
σ
①
）
と
。
ま
た
、
同
年
三
月
一
日
と
九
臼
の
日
記
覚
書
き
で
も
、
そ
の

よ
う
な
「
主
観
主
義
的
教
育
学
」
で
は
、
「
教
育
が
主
体
の
一
定
の
状
態
を
育
成

し
、
徳
に
ま
で
陶
冶
し
よ
う
と
す
る
」
が
、
「
す
べ
て
が
個
人
の
た
め
に
な
る
」

危
険
に
お
ち
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
（
胃
1
ω
・
ニ
ベ
ニ
ω
・
二
①
）
こ
う
し

た
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
に
お
け
る
個
人
主
義
や
主
観
主
義
傾
向
を
克
服
す
る
た

め
に
は
、
社
会
的
お
よ
び
客
観
的
観
点
を
同
時
に
取
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ヘ

ル
バ
ル
ト
教
育
学
の
中
に
は
、
た
し
か
に
人
類
が
歴
史
的
に
つ
く
り
上
げ
て
き

た
文
化
の
宝
を
伝
達
す
る
と
い
う
、
客
観
的
で
社
会
的
な
教
育
の
見
方
の
筋
芽

は
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
見
方
が
彼
の
教
育
学
の
基
調
に
な
っ
て
い

な
い
。

　
こ
う
し
た
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
の
克
服
と
い
う
課
題
意
識
の
も
と
に
、
ヴ
ィ

ル
マ
ン
は
二
般
教
育
学
」
の
講
義
に
お
い
て
社
会
的
お
よ
び
客
観
的
観
点
に

も
と
づ
く
教
育
学
の
基
礎
づ
け
と
体
系
の
構
想
と
に
努
力
を
か
た
む
け
よ
う
と

し
て
い
た
⑰
こ
の
努
力
の
手
が
か
り
を
、
彼
は
へ
ー
ゲ
ル
や
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ

ッ
ヘ
ル
の
思
想
、
そ
れ
か
ら
当
時
の
統
計
学
に
も
と
づ
く
社
会
科
学
の
方
法
に

求
め
よ
う
と
し
た
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
、
教
育
の
う
ち
に
大
き
な
生
活
共
同
体
へ
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の
編
入
を
見
つ
め
る
。
へ
ー
ゲ
ル
で
は
、
教
育
に
よ
っ
て
個
人
精
神
が
普
遍
性

を
も
つ
知
識
や
能
力
に
ま
で
導
か
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
社
会
科
学
は
、

統
計
学
に
よ
っ
て
人
問
の
行
動
や
活
動
を
大
き
く
見
る
よ
う
修
正
さ
れ
、
そ
う

す
る
よ
う
に
習
慣
づ
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
教
育
に
お
い
て
個
人
で
は
な
く
て

諸
世
代
の
活
動
を
見
る
傾
向
が
い
っ
そ
う
強
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ

の
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
見
解
な
の
で
あ
る
。
」
（
曽
1
ω
」
①
o
）
こ
う
し
て
、
ヴ

ィ
ル
マ
ン
は
社
会
科
学
の
基
礎
の
上
に
教
育
科
学
の
方
法
を
確
立
し
よ
う
と
考

え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
意
図
を
実
現
す
る
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
彼
は
シ
ュ
ラ
イ

エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
と
く
に
倫
理
学
の
研
究
を
考
え
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼

の
日
記
覚
書
き
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
実
践
哲
学
（
倫
理
学
）
の
概

念
手
段
で
あ
る
徳
、
善
お
よ
び
義
務
と
い
う
三
つ
の
観
点
は
、
教
育
学
の
分
野

を
区
分
し
て
、
主
観
主
義
的
教
育
学
、
客
観
主
義
的
教
育
学
お
よ
び
国
家
教
育

学
を
示
す
。
「
こ
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
区
別
を
は
じ
め
て
立
て
た
シ
ュ

ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
『
従
来
の
倫
理
学
説
批
判
綱
要
』
を
比
較
す
る
こ
と
」

（
一
八
七
三
年
三
月
一
日
と
九
日
、
　
良
1
ω
L
㎝
メ
ω
L
㎝
①
）
が
必
要
で
あ

る
。
ま
た
、
「
教
育
科
学
の
本
質
と
方
法
－
：
－
社
会
科
学
の
基
礎
に
立
つ
教
育
理

論
の
綱
要
1
．
こ
の
た
め
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
倫
理
学
を
読
む
こ
と
」

（
一
八
七
三
年
一
〇
月
二
一
日
、
肖
1
ω
L
べ
o
）
と
い
う
記
述
も
見
出
さ
れ

る
。　

第
二
に
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
大
学
の
講
義
と
結
び
つ
け
て
、
「
哲
学
的
教
育
学

の
歴
史
」
と
い
う
題
目
の
著
作
を
構
想
し
、
こ
の
計
圃
を
実
現
す
る
に
は
シ
ュ

ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
倫
理
学
や
教
育
学
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
た
。
こ
の
こ
と
を
示
す
証
拠
は
、
次
の
よ
う
な
彼
の
日
記
覚
書
き
に
見
出
さ

れ
る
。

　
①
「
哲
学
的
教
育
学
の
歴
史
の
計
画
に
つ
い
て
、
・
…
・
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
と
シ
ュ

　
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
と
を
し
ば
し
ば
比
較
す
る
こ
と
。
…
…
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル

　
マ
ッ
ヘ
ル
が
教
会
、
国
家
、
社
交
生
活
お
よ
び
学
問
と
教
育
と
の
関
係
を
考

　
え
る
の
は
正
し
い
。
彼
は
い
っ
そ
う
よ
い
工
夫
を
し
て
い
る
。
」
（
一
八
七
三

　
年
一
〇
月
三
日
、
饒
1
ω
L
①
べ
）

　
②
「
以
前
か
ら
の
計
画
で
あ
る
『
カ
ン
ト
以
来
の
哲
学
的
教
育
学
の
発

　
展
』
の
た
め
に
、
他
の
諸
計
画
す
べ
て
は
ふ
た
た
び
さ
し
控
え
て
い
る
。
：
・
：

　
課
題
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
と
グ
ラ
ー
ゼ
ル
と
に
本
格
的
に
学
ぷ
こ
と

　
で
あ
る
。
・
…

　
　
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
つ
い
て
の
部
分
は
そ
の
出
版
（
ヘ
ル
バ
ル
ト
著
作
集
）
の

　
完
了
の
さ
い
推
敲
す
る
。
そ
の
後
は
や
く
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
精

　
通
す
る
こ
と
。
彼
が
第
二
の
重
点
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
u
（
一
八
七

　
四
年
一
月
二
〇
日
、
自
1
ω
．
紅
o
ω
）

　
③
「
哲
学
的
教
育
学
…
の
中
心
問
題
は
そ
の
組
立
て
で
あ
る
。
社
会
倫
理
学
が

　
導
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
…
…
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ

　
ヘ
ル
…
…
を
徹
底
し
て
研
究
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
（
一
八
七
四
年
八
月
八
日
、

　
自
1
ω
－
紅
－
紅
）
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こ
う
し
た
日
記
覚
書
き
の
中
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
が
第
一

の
重
点
だ
と
す
れ
ば
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
が
「
第
二
の
重
点
」
を
な
す

と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
一
方
で
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
の
狭
さ

を
の
り
越
え
る
た
め
に
、
他
方
で
は
哲
学
的
教
育
学
の
歴
史
の
著
作
の
計
画
を

実
現
す
る
た
め
に
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
研
究
を
徹
底
的
に
す
す
め
る

必
要
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
実
際
に
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
研
究
に
本
格

的
に
取
り
組
ん
だ
。
「
教
育
学
講
義
」
、
　
「
国
家
の
教
育
に
対
す
る
使
命
に
つ
い

て
」
、
　
「
従
来
の
倫
理
学
説
批
判
綱
要
」
、
「
倫
理
学
体
系
構
想
」
な
ど
の
シ
ュ
ラ

イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
諸
著
作
に
親
し
み
、
そ
れ
ら
の
抜
書
き
を
し
た
。
ま
た
こ

れ
と
関
連
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
生
涯
」
（
一
八

七
〇
年
）
も
読
み
、
メ
モ
を
と
っ
た
。
ビ
ッ
テ
ル
リ
ッ
ヒ
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン
に
よ

る
と
、
こ
れ
ら
の
諸
著
作
の
抜
書
き
を
し
た
「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
」
と

い
う
ノ
ー
ト
が
現
在
残
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
こ
の
ノ
i
ト
の
日
付
は
記
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
一
八
七
三
年
か
ら
一

八
七
四
年
に
い
た
る
時
期
に
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
て
い

る
。
（
慶
1
ω
ー
ト
O
O
※
）

　
こ
う
し
た
本
格
的
研
究
の
成
果
と
し
て
、
一
八
七
四
／
七
五
年
冬
学
期
の

二
九
世
紀
の
教
育
学
の
歴
史
－
ヘ
ル
バ
ル
ト
と
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
」

と
い
う
講
義
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
れ
と
共
に
、
一
八
七
五
年
一
月
二
三
日
に
ド

イ
ツ
教
育
学
協
会
に
お
い
て
「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
教
育
論
」
と
い
う

講
演
も
行
な
わ
れ
る
。

　
そ
れ
ら
に
お
い
て
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
教
育
学
か
ら

ど
ん
な
点
に
共
鳴
し
、
な
に
を
汲
み
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
か
。

三
、
教
育
学
の
社
会
的
視
野
へ
の
拡
大

　
ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
教
育
学
の
研
究
か
ら
得
た
最
大
の

思
想
は
、
す
で
に
く
り
返
し
示
し
た
よ
う
に
、
教
育
学
に
お
け
る
考
察
視
野
を

社
会
的
に
拡
大
す
る
考
え
方
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
と

の
対
比
に
お
い
て
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
教
育
学
を
み
つ
め
、
前
者
の
個
人

的
な
視
野
の
狭
さ
を
拡
大
す
る
方
向
線
上
に
お
い
て
後
者
の
業
績
を
高
く
評
価

す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
の
は
、
　
二
九
世
紀
の
教
育
学
の
歴
史

－
ヘ
ル
バ
ル
ト
と
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
」
と
い
う
講
義
草
稿
で
あ
る
。

こ
の
草
稿
の
終
り
の
部
分
で
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
と
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
と
の

比
較
を
ま
と
め
と
し
て
行
な
っ
て
い
る
が
、
両
者
の
き
わ
だ
っ
た
対
照
を
そ
こ

で
描
き
出
し
て
い
る
。

　
「
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
強
み
は
、
一
般
に
彼
の
心
理
学
に
あ
る
。

　
ほ
　
彼
は
心
理
学
的
教
育
学
を
一
般
に
初
め
て
建
設
し
た
。
個
性
に
つ
い
て

探
究
し
た
。
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い
　
彼
の
体
系
は
、
心
理
学
上
の
諸
概
念
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
…

た
と
え
彼
に
賛
成
し
な
く
て
も
、
注
意
一
類
化
一
興
味
一
順
序
形
成
一
把
持
。

意
志
の
記
憶
な
ど
の
彼
の
理
論
は
最
大
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
。

　
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
弱
点
は
倫
理
学
に
あ
り
、
カ
ン
ト
の
観
念
に
と
ら
わ
れ
て
い

る
。
…
－
社
会
的
性
格
が
誤
解
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
倫
理
学
は
個
人
主
義
的
で

あ
る
。
こ
れ
が
教
育
学
に
影
響
し
、
全
般
的
に
社
会
の
た
め
の
陶
冶
が
み
つ
め

ら
れ
な
い
。
o
霧
鼻
竃
閑
の
財
は
、
陶
冶
の
た
め
の
手
段
と
し
て
現
わ
れ
る
に

す
ぎ
な
い
。

　
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
強
み
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。
－
－
－
こ
の
分

野
（
倫
理
学
分
野
の
意
）
で
今
世
紀
の
も
っ
と
も
重
要
な
業
績
は
、
次
の
点
に

あ
る
。

　
a
　
一
方
で
社
会
的
要
素
を
尊
重
し
た
。

　
b
　
他
方
で
し
か
も
個
人
の
い
っ
そ
う
深
い
把
握
を
貫
徹
し
た
。

　
彼
の
教
育
学
は
、
広
い
視
野
、
広
い
基
盤
を
そ
の
分
野
に
負
う
て
い
る
。
欠
如
し

て
い
る
の
は
心
理
学
で
あ
る
d
（
員
－
ω
・
㎝
㎝
①
～
ω
①
O
）

　
こ
の
よ
う
に
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
心
理
学
的
画
個
人
的
考
察
と

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
倫
理
学
的
一
社
会
的
考
察
と
を
顕
著
に
き
わ
だ
た

せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
を
評
価
し
た
。
そ
し
て
、
教
育
学
に
お
い
て
両
考
察

の
方
法
は
相
補
的
関
係
に
立
つ
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
に
傾
倒
し
て
き
た
ヴ
ィ
ル
マ
ン
に
と
っ
て
、
シ
ュ
ラ
イ

エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
教
育
学
の
研
究
が
「
第
二
の
重
点
」
を
な
す
も
の
と
み
な
さ

れ
た
の
は
必
然
的
で
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
教
育
論
」
と
い
う
講
演
で
は
、
そ
の
論

点
の
ひ
と
つ
は
教
育
概
念
の
個
人
的
お
よ
び
社
会
的
な
両
面
か
ら
の
規
定
で
あ

る
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。

　
教
育
と
は
何
で
あ
る
べ
き
か
、
教
育
が
人
間
を
何
に
吋
か
っ
て
形
成
す
べ
き

か
と
い
う
問
い
は
、
直
接
に
は
教
育
学
に
属
さ
ぬ
分
野
で
あ
る
倫
理
学
に
導
く

恐
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
、
教
育
は
ど
ん
な
も
の
へ

人
間
を
形
成
し
て
い
る
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
る
。
す
な
わ
ち
、
問
い
の
設

定
を
教
育
の
目
的
で
は
な
く
て
結
果
に
、
そ
の
課
題
で
は
な
く
て
成
果
に
転
換

す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
問
い
の
設
定
の
仕
方
を
経
験
の
基
盤
に
置
く
こ
と

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
問
う
と
、
教
育
は
青
少
年
世
代
に
成
人
世
代
の
も
っ
て
い
る
精

神
的
財
を
伝
達
し
て
、
そ
の
道
徳
的
共
同
体
（
ω
ま
ぱ
O
箒
Ω
Φ
8
9
易
O
冨
｛
け
9
）

の
う
ち
へ
編
入
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
道
徳
的
共
同
体
と
は
、

国
家
ま
た
は
市
民
共
同
体
。
教
会
ま
た
は
宗
教
共
同
体
二
一
呈
畑
と
認
識
の
共
同

体
お
よ
び
自
由
な
交
際
ま
た
は
社
交
生
活
の
共
同
体
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
れ
ら
の
共
同
体
は
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
て
い

る
ば
か
り
で
な
く
、
不
完
全
で
も
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
教
育
は
共
同
体
の
も

っ
て
い
る
欠
陥
を
も
青
少
年
世
代
へ
伝
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
欠
陥
に
抵

抗
力
を
与
え
る
た
め
に
は
、
青
少
年
に
力
と
自
由
を
育
成
し
、
個
性
的
な
も
の

を
助
長
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
昆
解
は
青
少
年
を
共
同
体
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へ
編
入
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
こ
れ
を
抜
け
出
し
て
共
同
体
の
批
判
に
ま
で
教

育
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
さ
い
共
同
体
の
欠
陥
に
対
す
る
批
判
の
あ
ま
り
に

共
同
体
固
有
の
よ
さ
を
失
う
恐
れ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
の
共
同
体
へ

の
編
入
と
い
う
教
育
観
と
、
第
二
の
個
人
の
力
と
自
由
を
開
発
す
る
陶
冶
観
と

は
、
不
当
に
分
離
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
教
育
の
終
点
か
ら
の
考
察
に
対
し
て
、
教
育
の
始
点
か
ら
の
考
察

も
必
要
で
あ
る
。
生
来
人
間
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
気
質
。
素
質
邊
才
能
な
ど
は

個
性
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
個
人
が
も
っ
て
い
る
固
有
な
自
然
的
性
質

は
自
然
的
に
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
教
育
は
こ
れ
ら
の
個
性
的
で
自

然
的
な
性
質
を
共
同
体
に
共
有
の
生
活
内
容
で
満
た
し
、
い
わ
ば
同
質
化
し
て

道
徳
的
共
同
体
の
生
活
が
要
求
す
る
と
こ
ろ
ま
で
高
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ま

た
、
共
同
性
へ
の
志
向
も
人
間
に
生
ま
れ
な
が
ら
の
も
の
で
あ
る
。
生
来
人
問

は
社
交
的
で
あ
り
、
国
民
性
（
之
豊
◎
畠
三
削
）
の
刻
印
を
受
け
て
生
ま
れ
て

く
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
問
に
は
個
人
の
個
性
的
方
向
と
共
同
体
の
普
遍
的
方

向
と
が
賦
与
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
教
育
に
よ
っ
て
助
長
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
教
育
の
始
点
か
ら
の
考
察
に
よ
っ
て
も
、
本
性
を
開
発
す
る
働

き
と
、
共
同
体
へ
編
入
す
る
働
き
と
が
見
出
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
集
約
し
た
表
現
と
し
て
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル

の
教
育
概
念
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
教
育
は
共
同
体
へ
向
け
ら
れ
た
活
動

と
個
人
へ
向
け
ら
れ
た
活
動
と
の
合
一
と
み
な
さ
れ
る
と
き
に
の
み
、
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
教
育
は
青
少
年
を
共
同
生
活
の
う
ち
へ
編
入
す
る
陶
冶

（
聖
罵
巨
g
巨
旨
σ
q
）
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
人
の
固
有
の
本
性
を
開
発
す
る

陶
冶
（
饒
胃
警
ω
g
巨
冒
σ
q
）
で
あ
る
一
（
自
1
ω
、
①
ω
㎝
）

　
教
育
は
個
人
的
課
題
と
社
会
的
課
題
と
を
同
時
に
実
現
す
る
働
き
で
あ
る
、

と
い
う
右
の
よ
う
な
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
考
え
方
は
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
に

よ
っ
て
妥
当
な
も
の
と
見
な
さ
れ
、
彼
自
身
の
考
え
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ

た
と
、
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
の
個
人
主
義
的
狭
さ
を
批
判
し
な
が
ら

も
、
そ
れ
の
個
人
的
側
面
の
も
つ
意
義
を
認
め
て
継
承
し
、
こ
れ
と
同
時
に
教

育
学
の
社
会
的
視
野
の
拡
大
を
は
か
り
な
が
ら
も
、
社
会
的
側
面
の
一
面
的
な

強
調
な
い
し
誇
大
視
を
誤
り
と
み
な
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
教
育
学
に

お
け
る
個
人
的
観
点
と
社
会
的
観
点
と
の
同
時
的
な
一
体
化
を
は
か
ろ
う
と
意

図
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
図
は
、
　
一
八
八
二
年
刊
行
の

「
陶
冶
論
と
し
て
の
教
授
学
」
第
一
巻
の
序
論
の
次
の
命
題
に
明
確
に
あ
ら
わ

れ
て
く
る
。
「
教
育
理
論
お
よ
び
陶
冶
理
論
の
課
題
は
、
個
人
的
見
方
と
社
会
的

見
方
と
を
結
び
つ
け
、
こ
う
し
て
豊
か
で
深
い
人
間
関
係
と
同
時
に
多
種
多
様

な
社
会
的
お
よ
び
歴
史
的
な
か
ら
み
あ
い
を
適
切
に
扱
お
う
と
す
る
時
に
の

み
、
全
範
囲
に
お
い
て
把
握
で
き
る
只
5
）
と
い
う
命
題
で
あ
る
。

　
ご
の
よ
う
に
し
て
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
教
育
学
の
研

究
を
通
じ
て
、
教
育
に
お
け
る
個
人
的
観
点
と
社
会
的
観
点
と
の
同
時
的
一
体

化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
考
え
方
を
受
け
取
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
と
同

時
に
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
問
題
点
を
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
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ふ
し
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
八
七
三
年
三
月
九
日
の
日
記
覚
書
き
の
中
で
、
「
シ

ュ
ラ
イ
ェ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
、
共
同
体
の
改
善
を
め
ざ
す
よ
う
な
仕
方
で
共
同
体
の

う
ち
へ
編
入
さ
せ
る
こ
と
。
そ
こ
に
は
財
が
欠
如
し
て
い
る
ピ
（
目
－
ω
二
㎝
①
）

と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
は
、
す
で
に
述
べ
た
教
育
概
念
の
規

定
と
結
び
っ
け
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
各
共
同
体
は
不
完
全
な

欠
陥
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
批
判
し
改
善
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
あ
ま
り

に
共
同
体
が
本
来
も
っ
て
い
る
精
神
的
に
良
き
も
の
、
つ
ま
り
精
神
的
財
さ
え

も
見
失
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
青
少
年
を
共
同
体
へ
編
入
す
る
と
い
う

教
育
の
働
き
は
精
神
的
財
の
伝
達
に
も
と
づ
い
て
は
い
る
が
、
個
人
の
力
と
自

由
を
開
発
す
る
教
育
の
働
き
に
は
精
神
的
財
の
媒
介
が
欠
如
し
て
い
る
。
個
人

の
力
と
自
由
の
開
発
の
た
め
に
は
、
本
来
共
同
体
が
運
載
す
る
精
神
的
財
の
追

体
験
や
追
創
造
が
基
本
的
に
必
要
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
個
人
を
開
発
す
る
教

育
に
精
神
的
財
が
欠
如
す
る
と
、
そ
う
し
た
教
育
は
個
人
を
共
同
体
へ
編
入
さ

せ
る
教
育
と
結
合
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
問
題
点
を
意
識

し
て
い
た
そ
の
表
現
が
、
先
の
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解

釈
が
許
さ
れ
る
の
は
、
一
八
七
二
年
の
二
般
教
育
学
」
の
講
義
の
副
題
「
文

化
財
の
伝
達
と
し
て
の
教
育
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
教
育
観

の
中
心
軸
に
す
え
ら
れ
て
い
る
の
は
「
財
し
　
（
Ω
鼻
g
）
概
念
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
以
降
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
教
育
規
定
に
は
財
が
不
可
欠
の
要
因
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
い
う
青
少
年
の
共

同
体
へ
の
編
入
と
個
性
の
開
発
と
い
う
社
会
的
面
と
個
人
的
面
と
の
二
つ
の
働

き
を
、
「
財
」
概
念
に
よ
っ
て
媒
介
し
、
結
合
さ
せ
う
る
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
考
え
方
は
、
後
年
に
な
っ
て
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
ヴ

ィ
ル
マ
ン
の
「
教
育
の
個
人
的
要
因
と
社
会
的
要
因
の
一
体
性
」
　
（
一
九
〇
一

年
）
と
い
う
論
文
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
財
概
念
は
、
個
人
的
な
も
の
と
社
会
的

な
も
の
と
い
う
問
題
を
解
く
鍵
で
あ
る
。
個
人
は
財
に
あ
ず
か
ろ
う
と
し
、
財

に
向
か
っ
て
努
カ
し
、
財
を
所
有
す
る
こ
と
を
喜
ぷ
し
、
こ
の
限
り
に
お
い
て

個
人
は
財
の
運
載
者
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
財
は
諸
々
の
仲
間
や
共
同

体
を
運
載
者
に
も
ち
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
習
得
さ
れ
、
構
成
さ
れ
、
維
持
さ
れ
、

伝
達
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
…
－
財
概
念
を
通
じ
て
こ
そ
、
個
人
的
と
社
会
的
と

の
正
し
い
等
式
が
教
育
論
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
ピ
（
6
）
こ
の
よ
う
に
教
育

に
お
け
る
個
人
的
な
も
の
と
社
会
的
な
も
の
と
の
同
時
的
一
体
化
を
「
財
概
念
」

を
媒
介
に
し
て
果
た
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
教
育
考
察
の
独

自
性
が
あ
る
、
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン

が
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
教
育
学
に
豊
か
で
深
い
刺
激
を
受
け
な
が
ら
も
、

そ
れ
に
全
面
的
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
ま
で
進
ま
な
か
っ
た
理
由
が
あ
る
。

四
、
教
育
の
弁
証
法
的
考
察

　
次
に
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
シ
ュ
ラ
イ
ェ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
か
ら
影
響
を
受
け
た
の

は
、
教
育
学
上
の
問
題
を
考
察
す
る
方
法
で
あ
る
。
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彼
は
プ
ラ
ー
グ
大
学
教
授
就
任
以
降
、
従
来
の
「
技
術
論
と
し
て
の
教
育
学
」

に
対
し
て
「
科
学
と
し
て
の
教
育
学
」
の
基
礎
づ
け
に
大
き
な
関
心
を
は
ら
い
、

こ
の
問
題
に
た
え
ず
思
い
を
こ
ら
し
て
い
た
。
彼
の
日
記
覚
書
き
と
講
義
草
稿

の
随
所
に
お
い
て
、
教
育
学
の
科
学
的
方
法
に
つ
い
て
の
問
題
を
取
り
上
げ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
学
に
お
け
る
教
育
学
研
究
者
と
し
て
当

然
の
関
心
事
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
彼
の
日
記
覚
書
き
に
よ
る
と
、
「
教
育
科
学
の
本
質
と
方
法
」
と
題
す
る
構
想

の
素
描
が
み
ら
れ
、
そ
れ
を
著
書
と
し
て
公
刊
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。
こ
の
意
図
は
実
現
し
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
社
会
科
学
の
基
礎
の
上
に
教
曹
科
学
の
方
法
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
一
八
七
二
年
八
月
一
二
日
の
記
述
で
は
、
　
「
教
育
科
学
の
方
法

（
○
Φ
ま
潟
竃
　
に
刺
激
を
う
け
る
）
・
・
：
・
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
。
教
育
と
は

何
で
あ
る
か
。
い
っ
そ
う
単
純
な
事
例
に
そ
く
し
て
研
究
す
る
こ
と
d
（
饒
1

9
↑
コ
）
と
あ
る
。
彼
は
後
の
「
陶
冶
論
と
し
て
の
教
授
学
」
の
序
論
で
も

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
（
8
）
エ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
（
と
Φ
竃
邑
撃
く
8
0
9
注
㌣

σ
q
竃
）
の
道
徳
統
計
学
に
刺
激
を
う
け
て
、
社
会
科
学
の
方
法
に
対
す
る
関
心

を
い
ち
じ
る
し
く
強
く
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
」
と
も

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
教
育
現
象
を
社
会
的
視
野
の
も
と
で
あ
り
の
ま
ま
の
事

実
と
し
て
杷
握
し
、
そ
こ
か
ら
教
育
現
象
の
本
質
を
究
明
し
て
い
こ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
一
八
七
四
年
一
〇
月
二
四
日
の
日
記
覚
書
き
で
は
、
次
の
よ
う

に
い
う
。
「
哲
学
者
等
の
教
育
学
体
系
を
か
か
え
て
思
索
す
る
こ
と
は
、
実
り
が

な
い
。
科
学
の
動
向
は
社
会
哲
学
、
民
族
心
理
学
、
原
始
の
歴
史
へ
の
諸
研
究

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
へ
教
育
学
を
位
置
づ
け
る
こ
と

は
、
ひ
と
つ
の
価
値
あ
る
課
題
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
哲
学
者
等

が
ど
ん
な
有
効
な
も
の
を
提
供
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
見
出
し
や
す
く
な
る
。

私
の
性
向
は
私
を
そ
う
い
う
方
向
へ
引
き
入
れ
て
、
私
の
今
ま
で
の
研
究
は
そ

の
道
を
示
し
て
い
る
ピ
（
自
－
卯
む
N
）
と
。
当
時
の
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
、
「
社
会

科
学
を
基
盤
に
し
た
教
育
学
の
基
本
線
」
（
籔
－
卯
二
⑩
〉
を
貫
き
、
そ
う
し

た
教
育
学
の
構
築
を
切
実
に
意
識
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
教
育
学
の
科
学
的
基
礎
づ
け
の
方
向
に
お
い
て
、
シ
ュ
ラ
イ
エ

ル
マ
ッ
ヘ
ル
も
注
園
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
と
く
に
関
心
を
向
け
て
い

た
の
は
彼
の
独
特
な
弁
証
法
的
思
考
様
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
著
作
集
」
の
「
序
」
で
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
次
の
よ
う

に
い
う
。
「
ヘ
ル
バ
ル
ト
お
よ
び
そ
の
後
ま
も
な
く
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
、

青
少
年
陶
冶
を
科
学
的
性
質
を
も
つ
研
究
の
圏
内
に
引
き
入
れ
た
。
・
－
…
こ
の

二
人
の
思
想
家
の
う
ち
で
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
包
括
的
方
法
で
教
育
学
に
没
頭
し
た

が
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
別
の
頒
域
で
活
躍
し
な
が
ら
教
育
学
に
価
値

あ
る
刺
激
の
み
を
与
え
た
。
彼
の
「
教
育
論
』
は
相
対
立
す
る
教
育
の
諸
原
則

を
弁
証
法
的
に
熟
考
す
る
。
こ
の
点
で
は
、
あ
る
意
味
で
形
式
上
も
プ
ラ
ト
ン

流
に
熟
考
す
る
一
　
（
罵
－
卯
㎝
～
①
）
ま
た
、
「
ヘ
ル
バ
ル
ト
と
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル

マ
ッ
ヘ
ル
」
の
講
義
草
稿
で
も
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
ヘ
ル
バ
ル
ト
で

は
諸
概
念
が
こ
ち
ら
へ
引
き
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
演
緯
的
で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
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エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
で
は
固
有
な
取
扱
い
方
が
得
ら
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
弁
証
法
的

で
あ
る
。
そ
れ
は
柔
軟
な
方
法
、
考
量
で
あ
り
、
こ
れ
を
『
日
和
見
主
義
』
と

非
難
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
ピ
（
曽
I
o
o
．
㎝
紅
－
）
こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
る
と
、

ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
弁
証
法
的
思
考
様
式
を
柔
軟
で
、

有
効
な
方
法
と
し
て
好
意
的
に
考
え
て
い
た
、
と
思
わ
れ
る
。

　
一
八
七
五
年
の
「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
教
育
論
」
の
論
点
の
ひ
と
つ

も
、
こ
の
弁
証
法
的
思
考
様
式
で
あ
る
。
こ
れ
を
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
次
の
よ
う
に

論
じ
て
い
る
。

　
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
教
育
学
の
分
野
で
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら

対
立
す
る
諸
原
理
が
相
互
に
衝
突
し
あ
い
、
汎
愛
主
義
と
人
文
主
義
、
合
理
論

的
啓
蒙
主
義
と
歴
史
的
信
仰
、
国
際
主
義
的
世
界
観
と
愛
国
的
熱
狂
、
国
家
教

育
学
原
理
と
個
人
教
育
学
原
理
と
が
論
争
し
つ
づ
け
て
き
た
。
こ
う
し
た
議
論

の
な
か
で
、
冷
静
に
思
考
し
、
長
期
に
わ
た
る
熱
っ
ぼ
い
論
争
の
成
果
を
確
認

し
、
し
か
も
誇
張
や
一
面
性
を
す
べ
て
し
り
ぞ
け
な
が
ら
、
正
当
な
も
の
や
確

認
さ
れ
た
も
の
を
理
論
や
技
術
の
う
ち
に
確
実
に
位
置
づ
け
る
要
求
が
あ
ら
わ

れ
て
く
る
。
二
ー
マ
イ
エ
ル
（
》
ρ
σ
q
易
け
饒
胃
8
弩
り
Z
宥
8
2
⑯
『
）
は
そ
う

い
う
試
み
を
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
提
案
か
ら
正
し
い
も
の
や
禍
値
あ
る
も
の

を
取
り
出
し
て
、
こ
れ
を
保
持
す
る
価
値
を
も
っ
た
伝
承
物
と
一
致
さ
せ
、
こ

う
し
て
教
育
学
の
発
展
の
連
続
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
彼
に
は
、

あ
ら
わ
れ
て
い
た
対
立
の
本
質
を
把
握
す
る
深
さ
と
徹
底
し
た
理
解
と
が
欠
け

て
い
た
。
も
っ
と
高
い
本
質
的
な
見
方
か
ら
対
立
の
一
致
を
は
か
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
困
難
な
聞
題
の
解
決
に
寄
与
し
た
入
こ
そ
、
シ
ュ
ラ

イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
で
あ
る
。

　
「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
、
と
く
に
諸
見
解
の
論
争
を
通
じ
て
研
究
す

る
道
を
と
る
と
い
う
必
要
と
能
カ
を
身
に
つ
け
て
い
た
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
対

立
し
た
観
点
を
操
作
し
て
、
そ
れ
ら
の
批
判
を
貫
徹
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
相
互
に

限
定
し
あ
い
、
も
し
く
は
そ
れ
ら
を
相
互
に
連
結
さ
せ
て
、
そ
れ
ら
を
合
一
す

る
力
を
利
用
す
る
、
と
い
う
術
（
内
暮
段
）
が
本
格
的
な
技
術
（
弓
8
写
幕
）

に
ま
で
完
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
彼
の
表
現
は
こ
の
技

術
に
よ
っ
て
し
ば
し
ぱ
単
純
さ
と
美
し
さ
を
失
う
が
、
こ
の
代
わ
り
に
多
方
性

と
公
平
さ
を
獲
得
し
、
な
に
か
訓
練
さ
せ
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
技
術

は
－
…
と
く
に
彼
の
「
教
育
論
』
に
き
わ
だ
っ
て
い
る
一
（
曽
1
9
①
ω
N
）

　
ヴ
ィ
ル
マ
ソ
は
、
こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
弁
証
法
的
思
考

様
式
の
も
つ
意
義
を
評
価
し
て
い
る
。

　
こ
の
思
考
様
式
は
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
教
育
問
題
の
考
察
に
も
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
対
立
す
る
観
点
や
考
え
の
そ
れ
ぞ
れ

の
一
方
を
一
面
的
に
強
調
す
る
の
は
誤
ま
り
に
お
ち
い
る
が
散
に
、
そ
れ
ら
を

相
互
に
限
定
し
連
結
さ
せ
た
り
し
て
、
両
者
を
合
一
さ
せ
よ
う
と
い
う
考
察
様

式
は
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
教
育
問
題
の
考
察
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

教
育
に
お
け
る
個
人
的
観
点
と
社
会
的
観
点
と
の
同
時
的
実
現
の
考
え
方
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
他
の
問
題
の
考
察
に
関
し
て

も
、
同
じ
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
「
一
般
教
育
学
」
の
講
義
草
稿
に
お
い
て
、
一
八
七
二
年
で
木
歴

史
的
に
創
造
さ
れ
た
文
化
財
の
伝
達
と
し
て
の
教
育
を
強
調
す
る
が
、
翌
一
八
七

三
年
で
は
そ
れ
と
共
に
主
体
の
内
面
的
諸
資
質
や
能
力
の
形
成
と
い
う
主
観
的
観

点
を
も
挿
入
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
前
者
の
客
観
的
観
点
の
強
調
の
み
で
は
教
育

の
本
質
を
見
誤
ま
る
恐
れ
が
あ
る
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
教
育
の
問
題
は
、
ま
さ
し
く
主
観
的
モ
メ
ン
ト
と
客
観
的

モ
メ
ン
ト
と
を
合
一
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
個
々
人
を
文
化
共
同
体
の
犠
牲
に
供

す
る
こ
と
で
も
な
く
、
文
化
共
同
体
の
宝
を
個
々
人
の
悠
意
的
取
扱
い
の
た
め

に
犠
牲
に
す
る
こ
と
で
も
な
い
一
　
（
自
1
ψ
N
㎝
蜆
）
こ
の
考
え
は
、
一
八
七

四
年
の
講
義
に
も
同
じ
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
教
育
作
用
の
次
元
に
お
け

る
過
去
へ
の
眼
と
将
来
へ
の
眼
（
膚
1
ψ
紅
べ
o
）
、
教
育
条
件
と
い
う
次
元
で

の
文
化
の
存
在
と
生
徒
の
陶
冶
可
能
性
（
禺
1
ψ
～
①
㎝
）
、
教
育
活
動
の
面
に
お

け
る
教
授
や
訓
育
上
で
の
主
観
主
義
と
客
観
主
義
、
形
式
と
実
質
　
（
自
1
ω
・

紅
べ
N
）
な
ど
の
よ
う
に
、
相
対
立
す
る
考
え
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
教

育
を
把
握
す
る
次
元
と
そ
こ
で
の
視
座
の
相
違
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な

っ
て
表
現
さ
れ
る
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
相
対
立
す
る
要
因
の
一
方
を

重
視
し
て
一
面
．
的
に
強
調
し
、
他
方
を
軽
視
な
い
し
無
視
す
る
と
、
教
育
の
誤

ま
っ
た
把
握
に
お
ち
い
る
、
と
み
る
。
む
し
ろ
、
一
方
は
他
方
な
し
に
実
現
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
ま
た
一
方
が
他
方
の
実
現
の
限
界
を
も
表
わ
す
よ
う

に
、
両
要
因
が
互
い
に
求
め
あ
い
制
約
し
あ
う
関
係
に
お
い
て
、
教
育
の
正
し

い
杷
握
が
で
き
る
。
両
要
因
の
緊
密
な
結
合
の
「
全
体
」
に
お
い
て
、
教
育
は

実
現
さ
れ
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
プ
ェ
ッ
フ
ァ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
ヴ
ィ

ル
マ
ン
は
教
育
の
現
実
を
「
弁
証
法
的
構
造
」
（
8
）
に
お
い
て
把
握
し
た
、
と

思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
把
握
の
仕
方
は
、
一
八
七
三
年
の
講
義
の
草
稿
か
ら
あ
ら
わ
れ
て

い
る
点
か
ら
み
て
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
弁
証
法
的
思
考
様
式
の
影
響

を
う
け
た
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
教
育
学
へ
の

批
判
的
側
面

　
本
稿
は
ま
ず
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
プ
ラ
ー
グ
大
学
時
代
の
初
期
に
ヘ
ル
バ
ル
ト

教
育
学
の
補
充
的
研
究
の
た
め
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
教
育
学
の
研
究
へ

向
か
っ
た
過
程
を
た
ど
り
、
次
に
ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
そ
の
研
究
か
ら
二
つ
の
面
に

少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
う
け
た
こ
と
に
っ
い
て
検
討
し
て
み
た
。
ひ
と
っ
は
教

育
学
の
社
会
的
視
野
の
拡
大
と
い
う
面
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
教
育
問
題
考

察
に
お
け
る
弁
証
法
的
な
把
握
と
い
う
面
で
あ
る
。
前
者
で
は
一
定
の
影
響
が

は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
後
者
で
は
明
確
な
証
拠
を
示
す
こ
と
が

で
き
ず
予
測
約
な
解
釈
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ

ル
の
教
奇
学
の
本
格
的
研
究
に
取
組
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
全
面
的
に
受
け

い
れ
る
こ
と
も
㌔
そ
の
基
本
的
考
え
方
に
依
拠
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
そ
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れ
は
、
彼
が
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
教
育
学
の
体
系
の
内
容
の
面
で
は
批

判
を
加
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
と
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
教
育
学

に
欠
け
て
い
る
の
は
「
心
理
学
」
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
「
心

理
学
的
な
予
備
研
究
の
欠
如
」
と
結
び
つ
い
た
教
育
学
の
問
題
点
は
、
「
シ
ュ
ラ

イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
教
育
論
」
の
所
説
で
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
が
共
同
生
活
に
伴
う
無
意
図
的
で
自
由
な
教
育
作

用
と
意
図
的
で
技
術
的
で
方
法
的
な
教
育
作
用
と
を
区
分
す
る
の
は
、
妥
当
で

あ
る
。
し
か
し
、
後
者
に
「
技
能
」
（
思
｝
①
q
ぎ
淳
）
の
領
域
を
対
応
さ
せ
、

前
者
に
「
惰
操
」
　
（
Ω
①
巴
富
昌
σ
q
）
　
の
頷
域
を
対
応
さ
せ
て
、
技
能
と
情
操

と
の
二
頷
域
を
区
別
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
技
能
と
情
操
と
の
関
係
が
失

な
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
第
一
に
、
た
し
か
に
技
能
の
領
域
－
不
適

切
な
表
現
だ
か
ら
知
識
と
能
力
の
領
域
と
表
わ
す
べ
き
で
あ
る
1
は
技
術
的

方
法
に
よ
っ
て
生
徒
の
う
ち
に
育
成
さ
れ
る
が
、
情
操
の
領
域
を
陶
冶
す
る
す

べ
て
の
手
段
が
自
由
な
教
育
作
用
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
情
操
は
技

術
的
方
法
で
陶
冶
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
。
「
方
法
的
に
し
か
も
厳
密
な
規
則
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
っ
と
っ
て
整
え
ら
れ
て
行
な
う
学
習
は
、
心
情
や
意
志
の
陶
冶
に
本
質
的
に

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

責
献
す
る
」
　
（
良
－
卯
①
紅
o
）
　
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
も
っ
と
重
要
な
問

題
と
し
て
、
技
術
的
方
法
は
こ
の
情
操
と
の
関
係
を
欠
く
と
、
決
し
て
正
し
く

理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
情
操
と
の
関
係
に
こ
そ
、
技
術
的
方
法

の
試
金
石
が
あ
り
、
あ
る
方
法
が
他
の
方
法
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
判
定
す
る

た
め
の
基
準
が
あ
る
。
：
：
・
・
方
法
が
精
神
を
活
発
に
さ
せ
集
中
さ
せ
、
よ
り
高

い
興
味
を
移
植
し
、
自
己
活
動
性
や
意
志
力
を
訓
練
す
る
こ
と
に
共
に
影
響
し

て
い
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
、
方
法
は
判
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
こ
う

し
た
方
法
の
課
題
の
う
ち
に
、
方
法
を
完
全
な
も
の
に
し
、
方
法
の
力
を
高
め
、

そ
し
て
方
法
の
影
響
圏
を
拡
大
す
る
、
と
い
う
励
ま
し
が
あ
る
d
　
（
蟹
1
ψ

①
紅
O
）

　
こ
の
よ
う
に
ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
教
育
学
の
体
系
の

内
容
に
関
し
て
批
判
し
、
と
く
に
技
能
と
情
操
と
の
密
接
な
関
連
を
説
く
背
景

に
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
教
育
的
教
授
論
が
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
教
育
学
の
科
学
的
基

礎
づ
け
の
面
で
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
疑
問
を
い
だ
い
て
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル

に
接
近
す
る
の
で
あ
る
が
、
教
授
論
の
面
で
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
依
拠
し
て
シ
ュ

ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
は
一
定
の
距
離
を
も
っ
て
見
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
は
、
「
陶
冶
論
と
し
て
の
教
授
学
」
の
序
論
に
次
の
よ
う
に
表
現

さ
れ
て
い
る
。
「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
主
張
は
、
教
育
学
に
関
し
て
は
本

質
的
に
正
し
い
諸
観
点
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
教
授
学
に
関
し
て
は
彼
の
主

張
も
欠
陥
を
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
問
題
の
本
質
的
な
も
の
が
見
の
が
さ
れ
て

い
る
と
い
う
点
に
あ
る
し
、
そ
れ
以
上
に
主
導
的
諸
概
念
が
不
明
確
で
あ
る
と

同
時
に
硬
直
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
’
（
9
）

　
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
本
稿
は
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
教
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育
学
へ
の
「
接
近
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
（
東
京
教
育
大
学
）

　
　
註（

王
）
婁
二
塞
員
○
’
ま
g
患
昏
p
。
ユ
N
§
苧
邑
。
雲
竃
鼻
》
亭

　
雰
討
肇
ρ
9
富
ω
＜
§
募
州
葦
・
蟹
隻
・
冨
睾
渚
ぎ
目
σ
・
ω
募
ω
－

　
竃
g
冨
p
二
；
一
ω
1
紅
－
甲

（
2
）
拙
稿
「
ヴ
ィ
ル
マ
ン
教
授
学
に
お
け
る
客
観
的
観
点
の
確
立
に
つ
い

　
　
て
」
新
潟
大
学
教
育
学
部
紀
要
第
十
四
巻
　
一
九
七
二
年
、
一
〇
頁
。

（
3
）
望
幕
昌
9
－
書
一
ぎ
｝
p
戸
戸
く
8
亨
ω
σ
q
j
○
ぎ
婁
一
一
§
昌
睾

　
　
賢
5
冨
オ
①
具
p
じ
o
與
邑
N
竃
①
c
．
1
冨
ご
一
二
竈
ω
．
宣
M
l

　
　
以
下
に
お
け
る
「
ヴ
ィ
ル
マ
ン
全
集
」
か
ら
の
引
用
は
、
本
文
中
の

　
　
（
　
）
内
に
巻
数
と
頁
数
を
記
し
て
示
す
。

（
4
）
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
大
学
に
お
け
る
講
義
と
演
習
の
題
昌
は
、
次
の
通
り
で

　
　
あ
る
。
　
（
）
内
は
週
当
り
時
間
数
。

　
　
一
八
七
二
年
夏
学
期

　
　
　
一
般
教
育
学
－
文
化
財
の
伝
達
と
し
て
の
教
育
（
3
）

　
　
一
八
七
二
／
七
三
年
冬
学
期

　
　
　
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
諸
教
科
を
特
に
顧
慮
し
た
教
授
学
（
3
）

　
　
　
近
代
教
育
学
の
歴
史
（
2
）

　
　
、
教
育
学
演
習
（
公
開
）
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
「
教
育
学
講
義
綱
要
」
（
玉
）

　
　
一
八
七
三
年
夏
学
期

　
　
　
一
般
教
育
学
－
後
代
の
同
化
と
し
て
の
教
育
　
（
3
）

　
　
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
諸
教
科
を
特
に
顧
慮
レ
た
教
授
学
（
継
続
2
）

　
　
教
育
学
演
習
（
公
開
）
母
国
語
の
文
体
練
習
論
（
1
）

　
　
一
八
七
三
■
七
四
年
冬
学
期

　
　
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
諸
教
科
を
特
に
顧
慮
し
た
教
授
学
（
3
）

　
　
近
代
教
育
学
の
歴
史
（
2
）

　
　
教
育
学
演
習
（
公
開
）
母
国
語
の
文
体
練
習
論
（
1
）

　
　
一
八
七
四
年
夏
学
期

　
　
教
育
科
学
の
百
科
全
書
（
3
）

　
　
古
代
の
教
育
学
諸
理
論
（
ユ
）

　
　
教
育
学
演
習
（
公
開
）
近
代
教
育
学
文
献
史
（
1
）

　
　
一
八
七
四
／
七
五
年
冬
学
期

　
　
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
教
授
を
特
に
顧
慮
し
た
教
授
学
（
3
）

　
　
　
一
九
世
紀
の
教
育
学
の
歴
史
（
ユ
）

　
　
教
育
学
演
習
（
公
開
）
教
授
の
心
理
学
的
前
提
（
王
）

　
以
上
は
、
「
ヴ
ィ
ル
マ
ン
全
集
」
第
三
巻
、
（
三
七
頁
）
に
よ
る
。

（
5
）
ヨ
一
ぎ
竃
P
O
1
一
〇
己
黒
叶
鼻
巴
ω
o
o
二
艮
潟
巴
①
享
①
J
じ
o
P
｛
．

　
一
〇
。
㎏
N
1
b
。
＞
邑
一
二
①
戸
ω
．
紅
O
I

（
6
）
ヨ
ご
竃
員
○
j
＞
轟
籟
字
ω
籔
。
巴
昌
α
ω
9
巳
ω
冨
星
N
＞
口
｛
一
．

　
H
⑩
－
N
ω
－
ω
μ
ω
‘

（
7
）
彗
一
ぎ
竃
P
○
二
∪
巳
澤
〆
薫
一
困
賢
ω
1
塞
i
畠
一

（
8
）
勺
蔚
箒
グ
申
二
∪
蒜
蟹
監
σ
・
◎
α
・
一
ω
o
箒
冒
窪
○
ぎ
き
賞
§
箏
易
旨
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皆
H
穿
募
一
〇
巨
§
σ
q
二
竃
一
〇
。
．
①
ω
⊥
竃
1

（
9
）
ヨ
ζ
§
員
0
1
一
9
影
葦
洋
1
じ
o
睾
ω
．
。
。
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