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ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
児
童
教
育
法
の
考
察

～
民
衆
の
自
己
解
放
の
真
の
学
力
を
求
め
て
～

黒

澤

英

典

　
　
　
　
　

は
じ
め
に

　

こ
の
書
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
生
涯
の
全
著
作
の
う
ち
で
最
も
重
要
な
教
育
学
的
著
作
で
あ
る
。
こ
の
書
に
よ
っ
て
、
教
育
思
想

家･

教
育
実
践
家
と
し
て
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
名
声
は
初
め
て
確
立
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
（J, F H

erbart : 1776-

1841

）
も
フ
レ
ー
ベ
ル
（F, W

, A
 Fröbel : 1782-1852

）
も
こ
の
書
に
よ
っ
て
初
め
て
教
育
思
想
家
と
し
て
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー

を
評
価
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
ら
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
こ
の
書
に
お
い
て
示
し
た
教
授
理
論
や
、
そ
の
後
の
実
践
に
学

び
、
こ
れ
と
対
決
し
な
が
ら
、
彼
ら
自
身
の
教
育
思
想
や
教
授
理
論
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
書
『
ゲ
ル
ト

ル
ー
ト
は
い
か
に
し
て
そ
の
子
を
教
え
る
か
～
わ
が
子
を
自
ら
の
手
で
教
育
し
よ
う
と
す
る
母
親
た
ち
へ
の
手
引
書
・
・
・
手
紙
に
よ

る
一
つ
の
試
み
～
』,,W

ie Gertrud ihre K
inder lehrt, ein V

ersuch den M
üttern A

nleitung zu geben, ihre K
inder 
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selbst zu untrriechten, in Briefen. ,,

（『
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
児
童
教
育
法
』）（
以
下
『
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
』
と
省
略
）
は
、
や
は
り
近
代

の
教
育
思
想
、
と
く
に
科
学
的
な
教
育
理
論
の
成
立
史
の
上
で
記
念
す
べ
き
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
、
こ
の
書
簡
で
最
も
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
後
に
『
わ
が
生
涯
の
運
命
』（,,M

eine 

Lebensschicksale als V
ersteher m

einer Erziehungsinstitute in Burgdorf und Iferten ,,. 1826

）
の
な
か
で
も
言
っ
て
い

る
よ
う
に
、「
民
衆
教
育
の
単
純
化
」「
民
衆
の
自
己
解
放
の
た
め
の
生
き
る
力
」
と
し
て
の
学
び
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
シ
ュ
タ
ン
ツ

便
り
』（,,Pestalozzi ,s Brief an einen Freund über seinen A

ufenthalt in Stanz ,, 1799

）
の
な
か
で
も
、
そ
の
萌
芽
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
最
大
の
課
題
は
、
最
下
層
の
子
ど
も
た
ち
や
戦
争
で
親
や
家
を
失
っ
た
孤
児
た
ち
が
、
い
か
に
し
た
ら
「
学

ぶ
」
こ
と
に
、
興
味
・
関
心
を
抱
き
得
る
か
の
探
究
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
子
ど
も
た
ち
が
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
た
ち
の
潜
在
的
可
能
性
を
開
花
さ
せ
、
自
己
解
放
の
学
力
を
身
に

つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
社
会
を
担
う
民
衆
の
育
成
を
目
指
す
近
代
教
育
の
実
現
を
め
ざ
し
て
の
一
四
通
の
書
簡
で
あ
る
。

一
、
こ
の
書
簡
の
歴
史
的
評
価

　

こ
の
書
簡
に
示
さ
れ
た
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
教
育
思
想
や
教
授
理
論
は
、
ノ
イ
ホ
ー
フ
（N

euhof

）
で
の
体
験
や
『
隠
者
の
夕
暮
』

（,,D
ie A

bendstunde eines Einsiedlers ,,. 1780

）
以
来
の
生
活
圏
の
思
想
や
き
び
し
い
政
治
批
判
の
姿
勢
が
本
書
を
根
底
に
お
い

て
支
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
新
し
い
教
授
理
論
を
開
拓
し
た
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
彼
が
当
時
支
配
的
で
あ
っ
た
ザ
ル
ツ
マ
ン
（C, G. 

Salzm
ann. 1744

～1811

）
な
ど
に
よ
る
教
育
内
容
お
よ
び
方
法
の
合
理
化
な
ど
大
胆
に
主
張
し
、
実
践
し
た
汎
愛
派
的
教
授
理
論
や

（　

）
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教
授
法
に
対
す
る
不
信
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
代
わ
る
直
観
教
授
を
提
唱
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
新
し
い
教
授
方
法
の
開
発
が
、
学
び
か
ら
と
う
ざ
け
ら
れ
虐
げ
ら
れ
て
い
た
民
衆
の
不
幸
な
生
活
に
触
発
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

当
時
一
八
世
紀
の
社
会
は
輝
か
し
い
啓
蒙
時
代
で
新
知
識
の
普
及
に
よ
っ
て
上
流
階
級
の
人
々
は
華
や
か
な
生
活
を
し
て
い
た
。
し

か
し
、
民
衆
は
決
し
て
幸
福
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
認
識
と
、
多
く
の
民
衆
は
学
び
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
現
実
に
対
し
て
、
こ
の

不
幸
に
あ
え
い
で
い
る
民
衆
の
た
め
に
、
彼
ら
の
不
幸
の
源
泉
を
つ
き
と
め
、
民
衆
に
学
び
を
通
し
て
生
き
る
希
望
と
力
を
育
み
た
い

と
い
う
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
特
有
の
正
義
感
か
ら
民
衆
の
向
上
の
た
め
の
知
育
論
な
い
し
、
学
力
論
に
つ
い
て
の
新
し
い
理
論
を
開
発
に

向
か
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
教
授
理
論
を
歴
史
的
に
評
価
す
る
場
合
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

で
あ
る
。

　

君
主
や
国
王
に
、
よ
り
忠
実
に
奉
仕
す
る
た
め
の
知
識
と
か
、
産
業
社
会
の
要
求
に
効
果
的
に
応
ず
る
た
め
の
学
力
と
か
い
う
よ
う

な
も
の
で
は
な
く
、
民
衆
が
自
ら
の
力
で
幸
福
に
な
り
う
る
よ
う
な
知
識
や
学
力
を
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　

時
代
は
啓
蒙
の
世
紀
で
あ
り
、
社
会
は
産
業
革
命
の
前
夜
で
あ
っ
た
。
ス
イ
ス
の
純
朴
な
山
村
ま
で
商
品
経
済
の
浸
透
に
と
も
な
っ

て
民
衆
の
生
活
は
急
激
に
変
化
し
た
。

　

こ
の
生
活
の
急
激
な
変
化
に
対
処
す
る
た
め
に
民
衆
は
新
し
い
知
識
、
新
し
い
学
力
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

そ
れ
を
学
び
た
く
と
も
学
び
得
な
い
の
が
、
当
時
の
民
衆
の
お
か
れ
て
い
る
実
状
で
あ
り
、
そ
れ
を
学
び
得
た
と
し
て
も
そ
れ
は
不
毛

の
知
識
の
断
片
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
民
衆
は
幸
福
に
な
れ
な
い
。
こ
の
危
機
的
な
事
態
の
認
識
が
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
を
新

し
い
知
識
観
、
学
力
観
の
探
究
へ
と
立
ち
向
か
わ
せ
た
の
で
あ
る
。『
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
』
は
、
そ
の
探
究
の
成
果
で
あ
る
と
言
っ
て
よ

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
書
は
、
存
命
中
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
存
在
を
有
名
に
し
、
当
時
に
お
い
て
す
で
に
重
要
な
文
献
で
あ
っ
た
だ

（　

）
 2



4

武蔵大学人文学会雑誌　第 44 巻第 1・2 号

け
で
な
く
、
二
一
世
紀
の
今
日
に
お
い
て
も
、
将
来
に
お
い
て
も
、
子
ど
も
愛
し
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
願
う
人
々
に
と
っ
て
、

さ
ら
に
虐
げ
ら
れ
て
い
る
民
衆
の
自
己
解
放
の
真
の
学
力
を
求
め
よ
う
と
願
う
人
々
に
と
っ
て
の
永
遠
の
教
育
書
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
ド
イ
ツ
の
お
い
て
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
研
究
の
新
し
い
領
域
を
切
り
拓
い
た
ケ
ー
テ
・
ジ
ル
バ
ー
（K

äte 

Silber
）
は
、
そ
の
主
著
『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
』（,,Pestalozzi, D
er M

ensch und sein W
erk ,, 1959

）
の
な
か
で
、『
ゲ
ル
ト
ル
ー

ト
は
い
か
に
そ
の
子
を
教
え
る
か
』
に
つ
い
て
、
冒
頭
こ
の
書
の
教
育
学
的
意
義
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

｢

同
時
代
の
人
々
が
あ
る
作
品
に
つ
い
て
下
す
評
価
は
、
し
ば
し
ば
後
世
の
人
々
の
評
価
と
は
ひ
ど
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。『
探

究
』
は
今
日
で
は
ま
す
ま
す
重
要
さ
を
増
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
出
版
さ
れ
た
当
時
か
ら
一
九
世
紀
の
終
わ
り
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
注

目
さ
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
存
命
中
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
名
声
は
、『
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
は
い
か
に
し
て
そ
の
子
を
教
え
る
か
』（1801

年
）
と
い
う
書
物
に
も
と
づ
い
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
書
は
、
幼
児
期
の
教
育
の
領
域
に
お
い
て
根
本
的
に
新
し
い
も
の
を
含
ん
で

い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
精
神
活
動
が
《
私
自
身
か
ら
（von m

ir selbust

）》
出
発
す
る
、
と
い

う
『
探
究
』
に
お
け
る
《
巨
匠
の
真
理
（M

eisterw
ahrheit

）》
を
教
育
学
的
に
拡
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。･････

す
な
わ
ち｢

私

が
現
に
あ
る
一
切
、
私
が
欲
す
る
一
切
な
ら
び
に
、
私
が
な
す
べ
き
一
切
は
、
私
自
身
か
ら
出
発
す
る
。
こ
の
発
見
を
教
授
法
に
応
用

す
る
こ
と
は
、
学
校
教
育
に
お
け
る
コ
ペ
ル
ニ
ッ
ク
ス
的
な
方
向
転
換
を
意
味
し
た
。････

本
書
の
な
か
で
提
起
さ
れ
た
本
質
的
な

諸
原
則
は
、
教
育
学
の
歴
史
に
極
め
て
深
い
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。｣

教
育
に
お
け
る
コ
ペ
ル
ニ
ッ
ク
ス
的
転
換
と
は
、
学

習
者
主
体
・
子
ど
も
中
心
の
教
育
を
提
唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
が
て
、
二
〇
世
紀
の
子
ど
も
中
心
主
義
の
教
育
思
潮
の
源
流
と
な

る
の
で
あ
る
。

（　

）
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）
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二
、
一
四
通
の
書
簡
の
構
成

　

こ
の
書
は
、
親
友
ゲ
ス
ナ
ー
に
宛
て
た
一
四
通
の
書
簡
な
ら
成
っ
て
い
る
。
刊
行
は
一
八
〇
一
年
一
〇
月
、
悲
嘆
の
う
ち
に
シ
ュ
タ

ン
ス
（Stans
）
を
去
っ
て
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
（Burgdorf

）
に
移
っ
て
か
ら
二
年
余
の
歳
月
が
流
れ
た
。
新
し
い
土
地
で
元
気
を
取
り

戻
し
た
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
五
五
歳
の
働
き
盛
り
で
あ
り
、
民
衆
教
育
へ
情
熱
が
次
第
に
高
揚
し
て
き
た
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
、
一
七
九
九
年
に
初
め
て
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
で
学
校
を
開
い
た
建
物
が
今
も
残
っ
て
い
る
。
下
町
の
一
角
に
、
今

は
か
な
り
老
朽
し
た
建
物
に
な
っ
た
が
、
町
の
人
々
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー･

ハ
ウ
ス
（Pestalozzihaus

）
と
呼
ん
で
い
る
。

　

そ
の
建
物
の
外
壁
に
あ
る
記
念
額
に
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
刻
ん
で
あ
る
。

こ
の
家
で
ハ
イ
ン
リ
ッ
ツ
ヒ･

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
一
七
九
九
年
に
初
め
て
公
教
育
に
携
わ
っ
た
。

｢

私
は
私
の
古
い
日
々
に
ま
ず
底
辺
の
人
々
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
、
私
の
人
生
の
王
冠
だ
と
思
っ
て
い
る
。｣

　

こ
の
額
は
一
九
二
四
年
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
偉
業
を
た
た
え
る
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
市
民
に
よ
っ
て
掲
げ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
シ
ュ
タ

ン
ツ
以
来
の
新
教
授
法
の
実
験
が
よ
う
や
く
成
果
を
挙
げ
、
こ
れ
を
本
格
的
に
実
施
す
る
新
学
校
や
、
こ
れ
を
普
及
す
る
た
め
の
教
員

養
成
所
の
開
設
を
目
前
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
新
学
校
が
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
と
こ
ろ
の
教
授
原
理
を
広
く
人
々
に
広
め
る
こ
と
も
、
ま
た
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
長

年
の
希
望
で
あ
る
下
層
民
の
人
間
的
解
放
の
た
め
に
是
非
と
も
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

と
も
あ
れ
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は｢

い
ま
こ
そ
民
衆
教
育
に
つ
い
て
の
君
の
理
念
を
公
表
し
な
さ
い｣

と
い
う
ゲ
ス
ナ
ー
の
勧
め
に

（　

）
 5



6

武蔵大学人文学会雑誌　第 44 巻第 1・2 号

応
え
て
筆
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
書
は
、
彼
自
身
の
内
面
か
ら
わ
き
で
る
言
葉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
彼
自
身
の
思
想
で
あ
る
。
こ
の
書
を
見
る
と
わ
れ
わ
れ
は
、

彼
の
《
内
的
直
観
》
の
充
実
に
心
を
奪
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
書
は
近
代
国
民
教
育
の
礎
石
で
あ
り
、
永
久
に
学
び
に
よ

る
民
衆
解
放
の
民
衆
教
育
の
バ
イ
ブ
ル
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
書
の
構
成
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
一･

第
二･
第
三
の
書
簡････

序
論
～
回
想
と
協
力
者
の
紹
介

　

第
一
の
書
簡
で
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
ノ
ィ
ホ
ー
フ
以
来
シ
ュ
タ
ン
ツ
を
経
て
と
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
に
至
る
ま
で
の
生
活
と
思
想

の
遍
歴
を
、
彼
の
「
メ
ト
ー
デ
（
教
育
法
）」
の
発
生
と
発
展
の
由
来
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
貧
し
い
子
ど
も
た
ち
を
教
育
し
、
そ

れ
を
通
し
て
国
民
を
救
済
し
た
い
と
い
う
意
欲
と
そ
の
た
め
の
苦
闘
が
「
メ
ト
ー
デ
」
に
結
実
し
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
彼
の
苦
難
に

充
ち
た
生
活
と
思
想
の
足
跡
を
回
想
し
て
い
る
。
第
二･

第
三
の
書
簡
で
は
、
彼
が
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
に
お
い
て
三
人
の
助
手
た
ち
の
協

力
を
得
る
に
至
っ
た
過
程
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
助
手
た
ち
の
特
色
が
、
感
謝
を
こ
め
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

第
四･

第
五･

第
六
の
書
簡････

総
論
～
知
識
の
陶
冶

　

こ
こ
で
は
、
彼
の
教
育
の
一
般
的
な
原
理
を
説
明
し
て
い
る
。
当
時
の
学
校
教
育
へ
の
鋭
い
批
判
の
上
に
人
間
の
自
然
的
発
達
の
法

則
に
し
た
が
い
、「
直
観
」
を
基
礎
と
し
て
明
瞭
な
概
念
へ
と
、「
数
」「
形
」「
語
」
の
能
力
を
介
し
て
進
め
ら
れ
る
教
授
の
方
法
と
し

て
の
「
メ
ト
ー
デ
」
の
説
明
で
あ
る
。

第
七･

第
八
の
書
簡････

各
論
～
知
識
の
陶
冶

　

こ
こ
で
は
、
い
わ
ば
各
論
と
し
て
、
上
記
の
一
般
的
原
理
を
教
授
の
各
部
門
に
応
用
す
る
試
み
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
語
」
の
教
授
、「
形
」
の
教
授
、「
数
」
の
教
授
の
手
続
き
が
、「
直
観
の
イ
ロ
ハ
」、
単
純
で
容
易
な
初
歩
か
ら
出
発
し
て
次
第
に
対



7

ゲルトルート児童教育法の考察　黒澤英典

象
を
正
し
く
把
握
さ
せ
る
筋
道
と
し
て
、
具
体
的
に
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
九･

第
一
〇
・
第
一
一
の
書
簡
お
よ
び
第
一
二
の
書
簡

　

こ
こ
で
は
、
上
記
の
自
分
の
思
想
の
特
色
を
そ
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
評
価
し
、
さ
ら
に
反
省
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に

直
観
を
人
間
の
認
識
の
基
礎
と
し
て
認
め
た
こ
と
、
自
然
に
よ
る
人
間
形
成
の
根
本
を
発
見
し
た
こ
と
、
教
授
活
動
の
全
体
を
「
数
」

「
形
」「
語
」
の
三
つ
の
基
本
手
段
に
還
元
し
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
調
和
的
に
組
み
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
自
然
の
歩
み
に
一

致
す
る
教
授
方
法
を
工
夫
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
残
さ
れ
た
課
題
を
指
摘
し
て
、
民
衆
の
不
幸
を
救
お
う
と
い
う
大

望
を
抱
き
な
が
ら
も
自
分
が
無
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
自
省
し
、
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
助
手
た
ち
の
協
力
を
得
て
成
し
遂
げ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
神
に
感
謝
し
て
い
る
。

第
一
三
・
第
一
四
の
書
簡････
道
徳
と
宗
教
の
教
育
の
問
題

　

こ
こ
で
は
、
人
間
に
お
け
る
神
へ
の
愛
、
信
頼
、
感
謝
、
柔
順
な
ど
の
心
が
、
も
っ
ぱ
ら
自
然
の
本
性
に
し
た
が
っ
て
幼
児
と
母
親

と
の
関
係
か
ら
生
ず
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
母
の
存
在
と
過
程
と
、
そ
こ
で
自
然
的
に
育
つ
感
性
的
な
諸
力
と
心

情
、
お
よ
び
そ
れ
ら
が
や
が
て
真
の
理
性
と
道
徳
性
と
の
基
礎
と
な
る
と
言
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
ど
う
展
開
さ
れ
て
い
る
か
、
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
前
に
参
考
ま
で
、
先

に
あ
げ
た
ケ
ー
テ
・
ジ
ル
バ
ー
（K

äte Silber 1902-1979
）
は
、
こ
の
書
の
構
成
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

｢

こ
の
書
は
、
友
人
の
出
版
者
ゲ
ス
ナ
ー
（Geβ

ner, H
einrich

）
に
あ
て
た
一
四
通
の
書
簡
か
ら
な
っ
て
い
る
。
ゲ
ス
ナ
ー
は
ペ

ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
諒
解
な
し
に
、『
リ
ー
ン
ハ
ル
ト
と
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
』
に
な
っ
て
、
そ
の
表
題
を
選
ん
だ
が
、
こ
れ
は
内
容
に
少
し

も
一
致
し
て
い
な
い
。
も
と
も
と
そ
の
表
題
は
、
副
題
に
あ
る
よ
う
に
、『
わ
が
子
を
自
分
で
教
え
よ
う
と
す
る
母
親
た
ち
に
手
引
き

を
与
え
よ
う
と
す
る
試
み
』
と
呼
ば
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
意
図
に
も
、
そ
の
書
物
は
一
致
し
て
い
な
い
。
母
の
た
め
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の
手
引
き
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
難
し
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
散
漫
な
叙
述
形
式
は
整
っ
た
構
成
か
ら
は
程
遠
い
も
の
で
あ
る
。

整
っ
た
構
成
が
見
出
さ
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
順
序
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
メ
ト
ー
デ
を
発
見
す
る
に
至
る
過
程
と
助
手
た
ち
に
つ
い
て
の
見
解
と
に
関
す
る
歴
史
的-

伝
記
的
な
紹
介
（
第
一
～

三
信
）
の
の
ち
、
大
多
数
の
書
簡
（
第
四
～
一
一
信
）
は
知
育
を
取
り
扱
い
、
一
通
の
書
簡
（
第
一
二
信
）
の
み
は｢

体｣

育
を
、
最

後
の
二
通
の
書
簡
（
第
一
三
～
一
四
信
）
は
道
徳=

宗
教
教
育
を
と
り
あ
げ
て
い
る

　

上
記
の
主
要
部
分
（
第
四
～
一
一
信
）
で
は
、
メ
ト
ー
デ
の
一
般
的
な
原
則
と
教
科
へ
の
そ
れ
ら
の
適
用
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

知
的
メ
ト
ー
デ
は
こ
こ
で
さ
ら
に
三
つ
の
細
目
、
す
な
わ
ち
《
語
》《
形
》《
数
》
の
教
授
に
分
け
ら
れ
る
（
第
七
～
八
信
）。

　

し
か
し
、『
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
』
は
必
ず
し
も｢

方
法
論
的｣

で
は
な
く
、
著
者
の
感
情
の
爆
発
は
し
ば
し
ば
彼
の
説
明
の
過
程
を
中

断
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
思
想
を
再
現
す
る
た
め
に
は
、
も
っ
と
理
解
し
や
す
い
順
序
と
、
で
き
る
だ
け
よ
り
現
代
的
な
表
現
法
と
が

見
い
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。｣

と
述
べ
て
い
る
。

　

な
ぜ
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
何
に
動
か
さ
れ
て
新
し
い
教
授
法
を
展
開
す
る
に
至
っ
た
か
を
、
見
て
お
き
た
い
。
彼
が
当
時
の
人
々
、

彼
ら
の
教
育
、
彼
ら
の
市
民
的
な
境
遇
を
観
察
し
て
、
そ
こ
に
皮
相
的
な
も
の
の
考
え
方
、
非
能
率
な
仕
事
、
劣
悪
な
社
会
関
係
を
見

出
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
無
知
と
貧
困
と
革
命
が
そ
れ
ら
の
欠
陥
に
も
と
づ
く
こ
と
を
認
め
た
。

　

こ
う
し
た
社
会
矛
盾
の
害
悪
の
原
因
を
、
彼
は
こ
れ
ま
で
の
《
教
育
の
指
導
》
が
、
個
人
と
そ
の
よ
り
優
れ
た
本
性
に
向
け
ら
れ
る

代
わ
り
に
、
群
集
（die M

asse der M
enschen

）
と
そ
の
《
堕
落
》（V

erderben

）
に
向
け
ら
れ
て
い
た
点
に
あ
る
と
み
た
。

　

な
ぜ
な
ら｢

文
化｣

は
、
彼
が
『
探
究
』
の
な
か
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
個
人
の
《
醇
化
》（
手
厚
い
教
え
で
感
化
す
る

こ
と
）
に
よ
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
思
想
の
展
開
は
、
論
理
的
に
秩
序
立
っ
た
論
述
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
は
感
激
す
る
心
の
ほ
と
ば
し

（　

）
 6
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り
の
ま
ま
に
語
り
記
述
し
て
い
る
。

　

こ
の
書
は
内
容
か
ら
み
て
、
知
識
陶
冶
の
方
法
論
が
本
書
の
根
幹
で
あ
り
、
特
色
で
あ
っ
て
、
そ
の
歴
史
的
評
価
も
こ
の
部
分
の
評

価
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
本
書
は
、
コ
メ
ニ
ュ
ウ
ス
（Johann A

m
os Com

enius 1592-1670

）
以
来

の
近
代
の
教
授
理
論
史
の
な
か
に
位
置
づ
く
も
の
で
あ
り
知
的
陶
冶
の
完
璧
を
期
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
徳
的･

宗
教
的
陶
冶
の
充
実

を
目
指
す
立
場
に
立
つ
著
作
で
あ
る
と
言
え
る
。
本
書
が
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
（Johann Friedrich H

erbart 1776-1841

）
や
フ
レ
ー

ベ
ル
（Friedrich W

ilhelm
 A

ugust Fröbel 1782-1852

）
を
経
て
デ
ュ
ー
イ
（John D

ew
ey 1859-1952

）、
ケ
ル
シ
ュ
ン
シ
ュ

タ
イ
ナ
ー
（Georg K

erschensteiner 1854-1932

）、
モ
ン
テ
ッ
ソ
リ
ー
（M

aria M
ontessori 1870-1952

）
な
ど
に
至
る
新
教

育
運
動
史
上
の
も
っ
と
も
重
要
な
先
駆
的
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

と
く
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
書
は
感
性
、
感
情
の
陶
冶
の
人
間
形
成
に
お
け
る
絶
対
的
な
優
先
を
は
っ
き
り
と
主
張
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

　

｢

子
ど
も
に
と
っ
て
最
初
の
教
授
（U

nterricht
）
は
、
決
し
て
頭
や
理
性
の
仕
事
で
は
な
く
、
つ
ね
に
感
覚
の
仕
事
で
あ
り
、
心

情
の
仕
事
で
す
。
つ
ま
り
母
の
仕
事
で
あ
り
ま
す｣
（
第
一
三
の
書
簡
）

　

さ
ら
に
最
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
書
に
示
さ
れ
た
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
教
授
理
論
（U

nterrichtstheorie

）
が
、《
学
問
を

民
衆
の
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
置
き
、
民
衆
自
身
の
力
に
よ
る
民
衆
の
真
の
解
放
を
め
ざ
す
も
の
》
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ

れ
は
深
く
心
に
刻
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

人
間
の
生
ま
れ
つ
き
も
つ
潜
在
的
な
無
限
の
可
能
性
と
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
の
も
つ
能
力
の
発
達
の
基
本
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
追
求

し
、
こ
れ
に
従
う
教
授
理
論
の
構
築
に
取
り
組
ん
だ
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
、
人
間
の
能
力
の
発
達
を
妨
げ
て
き
た
社
会
的
諸
条
件
を
見

逃
す
こ
と
な
く
、
こ
れ
と
対
決
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
民
衆
の
真
の
解
放
は
あ
り
得
な
い
と
し
た
洞
察
の
鋭
さ
を
現
代
に
生
き
る
わ
れ
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わ
れ
も
学
び
た
い
と
思
う
。
彼
は
、
第
七
の
書
簡
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
私
は
世
間
の
人
々
に
、
技
術
（K

unst

）
と
か
学
問
（W

issenschaft

）
と
か
を
教
え
よ
う
と
し
た
の
で
も
な
な
け
れ
ば
、
教
え

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
…
私
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
知
ら
な
い
の
で
す
。
…
た
だ
私
は
、
あ
ら
ゆ
る
技
術
や
あ
ら
ゆ

る
学
問
の
発
端
（A

nfangspunkt

）
の
学
習
を
民
衆
一
般
に
と
っ
て
、
も
っ
と
や
さ
し
く
す
る
こ
と
、
ま
た
国
内
の
貧
し
い
人
々
や

無
力
な
人
々
の
、
顧
み
ら
れ
ず
、
育
て
ら
れ
も
せ
ず
に
打
ち
捨
て
ら
れ
て
き
た
能
力
に
、
教
育
の
技
術
を
適
用
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、

人
間
ら
し
い
人
間
に
な
る
た
め
の
道
を
拓
く
こ
と
を
望
ん
で
き
た
。」

　

そ
れ
で
は
、
ま
ず
『
一
四
の
書
簡
』
を
第
一
の
書
簡
か
ら
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
自
身
の
印
象
的
な
言
葉
を
通
し
て
考
察
し
て
お
き
た

い
。

三
、『
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
』
の
考
察

　

こ
の
一
四
通
の
書
簡
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
教
育
学
的
な
い
し
教
授
学
的
部
分
で
は
、
彼
は
何
よ
り
も
ま
ず
今
ま
で
の
国
民
教
育

の
欠
陥
な
い
し
罪
悪
を
指
摘
し
、
か
つ
そ
れ
を
粉
砕
し
よ
う
と
す
る
鋭
い
洞
察
力
と
逞
し
い
意
気
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
息

吹
は
も
ち
ろ
ん
全
一
四
通
の
書
簡
に
一
貫
し
て
い
る
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
の
書
に
お
い
て
何
よ
り
も
ま
ず
国
民
教
育
の
解
放
の

た
め
に
戦
っ
た
。
わ
た
く
し
た
ち
は
、
こ
の
一
四
通
の
書
簡
を
通
し
て
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
伝
統
を
持
つ
西
洋
教
育
史
上
の
階
級
的
特
権

を
打
破
し
て
、
教
育
の
門
戸
を
広
く
国
民
一
般
に
、
下
層
階
級
に
解
放
し
よ
う
と
す
る
ま
っ
た
く
近
代
的
な
、
か
つ
ま
た
民
主
的
な
精

神
の
逞
し
い
息
吹
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、
一
四
通
の
書
簡
は
、
す
べ
て
親
友
の
ゲ
ス
ナ
ー
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
言
わ
ん
と
す
る
民
衆
の
陥
っ
て
い
る
不
幸
の

源
泉
は
、
民
衆
の
無
知
か
ら
生
ず
る
も
の
で
、
こ
れ
を
解
決
す
る
に
は
民
衆
の
無
知
を
教
育
に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
が
大
前
提
で
あ

（　

）
 7
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る
と
、
彼
は
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
民
衆
の
子
ど
も
た
ち
に
教
育
を
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い
た
。
民
衆
教
育
の
根
本
思
想
に
つ
い
て
述

べ
、
大
切
な
の
は
一
般
民
衆
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育
を
ど
う
す
る
か
で
あ
っ
た
。

　
「
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
《
民
衆
教
授
の
単
純
化
》
を
求
め
る
衝
動
は
、
す
で
に
萌
芽
と
し
て
は
非
常
に
早
い
う
ち
に
抱
い
て
い
た
。

『
シ
ュ
タ
ン
ツ
便
り
』
の
な
か
で
も
ま
だ
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
今
や
彼
は
教
育
学
的
行
為
を
真
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な

意
味
に
お
い
て
、
こ
の
書
簡
の
な
か
で
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
、
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
（Edeard Spranger

）
が
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
民
衆
の
基
礎
陶
冶
を
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
自
然
の
途
に
沿
っ
て
分
か
り
や
す
く
教
え
ら
れ
る
か
、
そ
の
教
授
方
法

が
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
焦
眉
の
課
題
で
あ
っ
た
。

第
一
の
書
簡
～
回
想
そ
の
一
、
ノ
イ
ホ
ー
フ
か
ら
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
ま
で
～

　

こ
の
一
四
通
の
書
簡
で
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
今
ま
で
の
民
衆
教
育
の
欠
陥
な
い
し
罪
悪
を
鋭
く
指
摘
し
、
か

つ
そ
れ
を
粉
砕
し
よ
う
と
す
る
鋭
い
洞
察
力
と
逞
し
い
意
気
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
書
の
序
論
に
あ
た
る
部
分
が
、
第
一
・
二
・
三

の
書
簡
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
簡
は
、
主
と
し
て
ノ
イ
ホ
ー
フ
か
ら
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
ま
で
の
回
想
と
、
そ
の
間
の
協
力
者
に
対
し
て
、

感
謝
の
心
を
こ
め
て
紹
介
し
て
い
る
。
で
は
書
簡
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

先
ず
最
初
に
、
こ
の
書
の
冒
頭
で
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
新
し
い
知
識
観･

学
力
観
の
探
究
へ
と
立
ち
向
か
う
決
意
を
明
言
し
て
い

る
。

（　

）
 8
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（
一
）
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
の
庶
民
学
校
の
創
設

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
で
新
年
の
挨
拶
を
親
友
、
ゲ
ス
ナ
ー
に
（Geβ

ner, H
einrich

）
次
の
よ
う
な
手
紙
を
送
っ

て
い
る
。「
民
衆
教
育
に
つ
い
て
の
私
の
見
解
を
で
き
る
だ
け
は
っ
き
り
と
申
し
述
べ
よ
う
。
あ
あ
、
思
え
ば
長
い
道
の
り
だ
っ
た
。

青
年
時
代
か
ら
ず
っ
と
私
の
心
は
強
い
一
筋
の
流
れ
の
よ
う
に
、
た
だ
ひ
と
つ
の
目
的
に
向
か
っ
て
脈
打
っ
て
き
た
。
私
の
ま
わ
り
の

民
衆
が
陥
っ
て
い
た
、
あ
の
不
幸
の
源
泉
を
塞
ぎ
止
め
る
と
言
う
目
的
に
向
か
っ
て
い
る
の
だ
。｣

と
、
さ
ら
に｢

私
は
何
年
間
も
五

〇
人
以
上
の
乞
食
の
子
ど
も
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
し
た
。
乏
し
い
な
か
で
私
の
パ
ン
を
彼
ら
と
分
か
ち
合
っ
た
。
乞
食
に
人
間
に

ふ
さ
わ
し
い
生
き
方
を
さ
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
学
ぶ
た
め
に
、
み
ず
か
ら
乞
食
と
し
て
の
生
活
を
し
た
の
だ
。
こ
の
子
ど

も
た
ち
に
対
す
る
教
育
理
想
に
は
、
農
業
、
工
業
そ
し
て
商
業
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。｣

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
こ
の
子
ど
も
た
ち
の
自
立
の
た
め
に
農
業
、
工
業
、
商
業
の
職
業
訓
練
を
し
て
、
彼
ら
を
立
派
な
専
門
的
職
業

人
と
し
て
世
に
送
り
だ
す
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
に
細
か
い
こ
と
を
処
理
す
る
能
力
や
心
構
え
と
が
欠
け
て
い
た
た
め
、
こ
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
ノ
ィ

ホ
ー
フ
の
計
画
は
彼
を
支
え
る
部
下
も
な
く
結
局
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
。

　

彼
は
、
自
ら
の
『
ノ
ィ
ホ
ー
フ
の
挫
折
』
を
、
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。｢

私
は
こ
の
試
み
を
進
め
る
た
め
は
か
り
知
れ
ぬ
努

力
の
な
か
で
、
奥
深
い
真
理
を
学
ん
だ
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
試
み
が
正
し
い
の
だ
と
い
う
私
の
確
信
は
、
こ
の
試
み
が
挫
折
し
た
と

き
に
、
却
っ
て
以
前
よ
り
も
ま
し
て
高
ま
っ
た
の
だ
。
わ
た
く
し
の
心
は
、
試
み
の
失
敗
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
動
揺
す
る
事
な
く
、
ひ

た
す
ら
同
じ
目
的
を
目
指
し
て
意
気
高
ら
か
な
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
、
民
衆
の
不
幸
な
生
活
の
た
だ
中
に
身
を
お
い
て
、

民
衆
の
不
幸
と
、
そ
の
原
因
を
、
い
よ
い
よ
深
く
知
っ
た
の
だ
っ
だ
。
そ
れ
も
幸
福
な
人
々
が
、
決
し
て
知
り
得
な
か
っ
た
よ
う
な
知

り
方
で
、
そ
れ
を
知
っ
た
の
だ
。｣

（　

）
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彼
が
心
か
ら
愛
し
同
情
も
し
た
貧
し
い
人
々
を
救
お
う
と
す
る
彼
の
生
涯
の
願
い
は
、
第
一
の
書
簡
か
ら
切
々
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
一
七
九
九
年
に
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
に
開
い
た
学
校
は
、
下
町
の
一
角
に
今
は
か
な
り
老
朽
化
し
た
建
物
に
な
っ
て

残
っ
て
い
る
。
そ
の
建
物
の
入
り
口
の
外
壁
に
は
「
私
は
私
の
古
い
日
々
に
ま
ず
底
辺
の
人
々
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
を
、

私
の
人
生
の
王
冠
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と
書
か
れ
た
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
念
額
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
へ
の
感
謝
の
意
味

を
こ
め
て
一
九
二
四
年
に
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
市
民
に
よ
っ
て
掲
げ
ら
れ
た
。
下
層
階
層
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
で
あ
る
。
そ
の
ほ

か
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
滞
在
は
一
七
九
九-

一
八
〇
四
年
で
あ
っ
た
が
、
一
八
〇
〇
年
に
は
こ
の
城
に
師
範
学
校
を
開

設
し
、
自
ら
校
長
を
勤
め
た
。

　

ブ
ル
グ
ド
ル
フ
と
は
文
字
通
り
「
城
の
村
（
町
）」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
見
方
に
よ
っ
て
は
小
さ
な
町
が
、
城
に
押
し
潰
さ
れ
そ

う
に
も
見
え
る
。こ
の
城
の
建
設
は
一
二
世
紀
末
ツ
ェ
ー
リ
ン
ゲ
ン
家
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。現
在
は
歴
史
博
物
館（Schlossm

useum
 

Burgdorf

）
に
な
っ
て
い
る
。

　

城
は
丘
の
上
に
あ
っ
て
周
辺
を
く
ま
な
く
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
下
町
か
ら
坂
道
を
登
り
詰
め
る
と
、
城
の
入
り
口
の
右
側
に
前

庭
が
あ
り
、
そ
こ
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
記
念
碑
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
エ
メ
ン
川
を
見
下
ろ
す
眺
め
の
よ
い
前
庭
で
あ
る
。
ベ
ル
ン
州

の
紋
章
を
大
き
く
描
い
た
広
大
な
壁
の
右
下
の
隅
に
記
念
碑
が
あ
る
。
記
念
碑
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
刻
ん
で
あ
る
。

　
　
　
　

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
（1799-1804
）
記
念

一
八
八
八
年
に
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
市
が
感
謝
を
も
っ
て
奉
献
。
そ
れ
は
い
ま
ま
で
も
我
々
の
中
に
神
の
言
葉
と
し
て
語
り
か
け
て

く
る
。“
汝
の
み
に
生
き
る
な
か
れ
、
兄
弟
と
し
て
生
き
よ
”

（　

）
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『
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
は
い
か
に
そ
の
子
を
教
え
る
か
』
よ
り
。
一
八
〇
一
年

　

城
の
内
部
の
博
物
館
に
は
、
小
さ
い
が
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
部
屋
も
あ
る
。
陳
列
し
て
あ
る
の
は
、
授
業
中
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
を

描
い
た
版
画
と
そ
の
下
の
ガ
ラ
ス
箱
の
中
に
は
一
八
一
九
年
に
出
版
さ
れ
た
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
全
集
、
一
八
〇
一
年
元
旦
の
自
筆
の
手

紙
、
ノ
イ
ホ
ー
フ
で
子
ど
も
の
使
っ
た
タ
オ
ル
等
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
人
々
が
注
目
し
た
の
は
、
こ
の
新
し
い
学
校
が
い
っ
た
い
ど
ん
な
原
理
に
乗
っ
取
り
、
ど
ん
な
教
授
法
で
子
ど
も
を
教
え
る

の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
学
習
効
果
を
あ
げ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
自
ら
の
教

授
法
（
メ
ト
ー
デ
）
の
原
理
と
そ
の
実
際
と
を
世
界
に
向
か
っ
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
一
八
〇
二
年
の
暮

れ
、
パ
リ
ー
に
滞
在
し
て
い
た
折
り
に
彼
の
教
授
法
に
つ
い
て
一
論
文
の
起
草
を
約
束
し
て
い
た
。
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
に
帰
っ
て
、
こ
の

要
請
に
応
え
て
一
八
〇
三
年
一
月
に
パ
リ
ー
の
友
人
に
送
っ
た
論
文
が
『
メ
ト
ー
デ
の
本
質
と
目
的
』（W

esen und Zw
eck der 

M
ethode

）
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
時
、
親
友
の
ゲ
ス
ナ
ー
か
ら
「
い
ま
こ
そ
民
衆
教
育
に
つ
い
て
の
君
の
考
え
を
公
表
し
た
ま
え
」
と
勧
め
ら
れ
た
。

（
二
）
ノ
ィ
ホ
ー
フ
の
挫
折
の
回
顧
～
貧
民
学
校
の
失
敗
と
そ
の
教
訓
～

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
過
ぎ
去
っ
た
苦
難
に
充
ち
た
日
々
を
回
顧
し
て
い
る
。

　
「
あ
あ
、
思
え
ば
長
い
こ
と
だ
っ
た
、
青
年
時
代
か
ら
ず
っ
と
私
の
心
は
あ
た
か
も
激
流
の
よ
う
に
、
た
だ
一
つ
の
目
的
に
向
か
っ
て

脈
打
っ
て
き
た
。
私
の
ま
わ
り
の
民
衆
が
陥
っ
て
い
た
あ
の
不
幸
の
源
泉
を
せ
き
止
め
た
い
と
い
う
目
標
を
め
ざ
し
て
・
・
・
・
。」

　

こ
こ
で
彼
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
ノ
ィ
ホ
ー
フ
に
お
け
る
貧
民
学
校
の
こ
と
で
あ
る
。
一
七
七
七
年
か
ら
七
八
年
に
か
け
て
、
彼
の

（　

）
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）
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学
校
に
は
三
〇
数
名
か
ら
多
い
時
に
は
八
〇
名
に
も
の
ぼ
る
子
ど
も
た
ち
が
収
容
さ
れ
て
い
た
。

　

基
礎
学
習
の
指
導
に
あ
た
る
教
師
、
織
り
方
・
紡
ぎ
方
の
教
師
、
実
技
の
指
導
者
、
農
民
な
ど
の
協
力
者
と
共
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ

チ
ー
夫
妻
は
懸
命
に
努
力
し
た
。
悪
い
馬
鈴
薯
は
自
分
が
食
べ
、
で
き
る
だ
け
良
い
も
の
を
子
ど
も
た
ち
に
食
べ
さ
せ
た
。「
私
は
何

年
間
も
五
〇
人
以
上
の
乞
食
の
子
ど
も
と
一
緒
に
暮
ら
し
た
。
乏
し
い
な
か
で
私
の
パ
ン
を
子
ど
も
た
ち
と
わ
か
ち
あ
っ
た
。
乞
食
に

人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
生
き
方
を
さ
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
学
ぶ
た
め
に
、
み
ず
か
ら
乞
食
と
し
て
の
生
活
を
し
た
の
だ
っ

た
。」
と
、
彼
は
当
時
を
振
り
返
っ
て
述
べ
て
い
る
。

　

彼
の
ノ
ィ
ホ
ー
フ
の
貧
民
学
校
の
構
想
は
、
農
業
・
工
業
・
商
業
の
三
分
野
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
自
身
が
反

省
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
仕
事
に
つ
い
て
全
く
の
素
人
で
あ
っ
た
。

　

破
綻
は
、
決
し
て
た
ん
に
経
済
的
側
面
に
お
い
て
だ
け
見
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
多
く
の
子
ど
も
た
ち

や
そ
の
親
た
ち
か
ら
さ
え
も
手
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
受
け
た
。

　

乞
食
生
活
に
慣
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
働
く
こ
と
を
嫌
い
、
学
園
の
粗
食
を
嫌
が
っ
た
。
乞
食
を
し
て
い
た
時
に
は
も
っ
と
う
ま
い

も
の
に
あ
り
つ
け
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
「
物
乞
い
」
に
よ
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
親
た
ち
も
ま
た
、
子
ど
も
を
ペ
ス
タ

ロ
ッ
チ
ー
に
奪
わ
れ
て
不
満
で
あ
っ
た
。

　

親
た
ち
は
、
子
ど
も
た
ち
に
不
満
を
あ
お
り
学
園
か
ら
の
脱
走
を
勧
め
た
。
親
た
ち
の
た
て
る
根
拠
な
き
悪
評
が
学
園
の
支
援
者
た

ち
に
も
及
び
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
や
が
て
物
心
と
も
に
孤
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
一
七
八
〇
年
希
望
に
充
ち
て
始

ま
っ
た
ノ
ィ
ホ
ー
フ
の
学
園
の
計
画
は
、
完
全
に
挫
折
し
た
。

　

し
か
し
、
彼
は
こ
の
挫
折
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。
何
よ
り
も
彼
は
民
衆
を
知
っ
た
。
そ
し
て
、
民
衆
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
を

知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
自
分
の
試
み
の
正
し
さ
を
知
り
そ
の
必
要
性
を
深
く
確
信
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
彼

（　

）
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に
と
っ
て
は
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。　

　
「
私
は
失
敗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
私
の
目
的
の
正
し
さ
を
知
り
っ
た
。・
・
・
私
は
こ
の
計
画
を
進
め
る
た
め
の
は
か
り

知
れ
な
い
努
力
の
な
か
で
、
底
知
れ
ぬ
真
理
を
学
ん
だ
の
だ
。
こ
の
挫
折
に
よ
っ
て
、
こ
の
計
画
は
正
し
い
の
だ
と
言
う
確
信
を
ま
す

ま
す
持
つ
に
至
っ
た
の
だ
。・
・
・
そ
し
て
不
幸
な
生
活
の
真
っ
た
だ
中
に
身
を
お
い
て
、
私
は
民
衆
の
不
幸
と
そ
の
原
因
と
を
、
い

よ
い
よ
深
く
知
っ
た
の
だ
。」

　

さ
ら
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
当
時
民
衆
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。

　
「
私
は
ま
わ
り
の
民
衆
を
誰
ひ
と
り
と
し
て
知
ら
な
か
っ
た
が
、
次
第
に
民
衆
の
真
の
姿
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。

彼
ら
が
木
綿
織
物
で
多
く
の
収
益
を
得
て
挙
げ
る
喜
び
の
声
、
だ
ん
だ
ん
と
金
持
ち
に
な
り
、
新
し
い
家
を
新
築
し
、
彼
ら
の
豪
勢
な

収
益
な
ど
に
私
は
だ
ま
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
民
衆
学
校
の
教
師
た
ち
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
や
っ
た
よ
う
な
産
婆
術
を
試
み
て
い
る

と
か
、
村
役
人
の
子
ど
も
た
ち
や
、
床
屋
仲
間
た
ち
が
読
書
会
を
開
い
て
い
る
と
か
と
言
う
話
を
聞
か
さ
れ
て
も
、
そ
ん
な
こ
と
に
は

決
し
て
だ
ま
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
。」

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
う
し
て
当
時
の
民
衆
生
活
の
み
せ
か
け
の
繁
栄
や
、
民
衆
の
暮
ら
し
の
な
か
の
み
せ
か
け
の
啓
蒙
の
姿
に

は
、
決
し
て
だ
ま
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
に
と
っ
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
こ
の
み
せ
か
け
の
繁
栄
や
軽
薄
な
啓

蒙
の
も
と
に
お
い
て
民
衆
は
決
し
て
幸
福
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
実
を
気
づ
け
ば
気
づ
く
ほ
ど
、
彼

は
自
身
の
無
力
さ
を
感
じ
得
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
を
激
動
さ
せ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
し
て
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
あ
く
ま
で
冷
静
に
、
し
か
も

深
い
洞
察
心
を
こ
め
て
見
守
っ
て
い
た
。
革
命
の
動
向
は
、
彼
自
ら
の
正
義
感
や
真
理
感
に
は
違
和
感
を
感
じ
な
が
ら
も
、
し
か
し
自

ら
求
め
る
理
想
の
幻
滅
に
耐
え
か
ね
て
、
旧
体
制
の
崩
壊
に
よ
る
新
た
な
人
権
思
想
の
台
頭
に
期
待
を
寄
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

（　

）
 15

（　

）
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（
三
）
シ
ュ
タ
ン
ツ
の
孤
児
院
の
回
想

　

シ
ュ
タ
ン
ツ
の
孤
児
院
へ
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
赴
任
は
、
決
し
て
容
易
に
決
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
孤
児
院
の
設
置
場
所
に
し

て
も
地
元
と
の
混
乱
が
あ
っ
た
。
結
局
最
終
的
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
に
決
ま
っ
た
の
は
一
七
九
八
年
一
二
月
五
日
で
あ
っ
た
。
ペ
ス
タ

ロ
ッ
チ
ー
は
早
く
も
一
二
月
七
日
に
着
任
し
た
。
約
半
年
孤
児
た
ち
と
共
に
、
苦
闘
に
充
ち
た
生
活
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

｢

私
が
シ
ュ
タ
ン
ツ
を
去
っ
た
の
は
、
私
自
身
瀕
死
の
状
態
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
決
し
て
私
の
勝
手
な
決
断
に
よ
る
も
の

で
も
な
く
、
む
し
ろ
軍
の
措
置
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
そ
の
結
果
、
私
の
試
み
の
続
行
が
一
時
ま
っ
た
く
不
可
能
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
人
々
は
私
が
シ
ュ
タ
ン
ツ
を
去
る
や
、
私
に
は
粘
り
強
く
こ
と
を
運
ぶ
才
覚
や

才
能
が
無
い
と
い
う
昔
な
が
ら
の
評
判
を
ま
た
も
や
た
て
始
め
た
の
だ
っ
た
。･･･｣

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
こ
の
よ
う
な
辛
い
経
験
を
経
て
、
彼
自
身
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
重
要

な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

　

シ
ュ
タ
ン
ツ
で
の
彼
の
実
践
は
、
や
が
て
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
で
の
教
育
事
業
に
継
承
さ
れ
発
展
す
る
の
で
あ
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
に
お
け
る
孤
児
た
ち
と
共
に
生
活
し
た
経
験
か
ら
学
び
取
っ
た
確
信
は
、
要
約
す
る
と
次
の
よ

う
で
あ
っ
た
。　

①　

 

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
一
人
で
数
十
名
の
子
ど
も
た
ち
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
学
級
の
秩
序
を
保
ち
、
学
習
効
果
を

挙
げ
る
た
め
の
工
夫
と
し
て
、
書
い
た
り
描
い
た
り
し
な
が
ら
の
一
斉
復
唱
、
石
盤
の
利
用
、
相
互
学
習
（
教
え
合
い
学
習
）
な

ど
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

②　

 

伝
統
的
な
学
校
教
育
は
、
言
葉
や
文
字
を
、
理
由
な
く
不
当
に
重
視
し
て
き
た
。
言
葉
（
文
字
）
本
位
の
学
習
は
、
事
物
認
識

（
直
観
）
の
能
力
に
と
っ
て
有
害
で
あ
り
、
子
ど
も
を
消
極
的
に
す
る
。
そ
れ
は
真
の
民
衆
陶
冶
に
と
っ
て
無
縁
で
あ
る
。

（　

）
 17
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③　

 

単
純
化
さ
れ
た
教
材
に
即
し
て
、
基
礎
的
な
認
識
能
力
を
育
て
、
こ
れ
を
確
り
と
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ

が
子
ど
も
に
生
き
る
力
（
自
信
）
を
与
え
、
学
習
へ
の
興
味
・
関
心
を
喚
起
し
積
極
的
な
意
欲
を
育
て
た
。

④　
 

教
え
方
の
工
夫
（
技
術
）
に
よ
っ
て
、
誰
で
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
向
上
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
誰
で
も
人
は
、
内

面
に
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
民
衆
に
能
力
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
で
の
苦
悩
に
充
ち
た
経
験
に
よ
っ
て
、
民
衆
の
向
上
へ
の
無
限
の
可
能
性
を
信
ず
る
こ
と
が
で

き
た
。
こ
れ
が
シ
ュ
タ
ン
ツ
に
お
け
る
最
大
の
収
穫
で
あ
っ
た
。
民
衆
を
軽
蔑
し
ば
か
に
し
民
衆
の
教
化
を
嘲
笑
し
た
人
々
へ
の
憤
り

を
感
じ
得
な
か
っ
た
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
主
張
を
裏
付
け
て
き
た
古
き
伝
統
的
学
校
教
育
へ
の
弾
劾
の
叫
び
を
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は

挙
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
だ
が
し
か
し
、
ペ
ス
タ
ロ
チ
ー
が
民
衆
教
化
の
た
め
の
「
術
」（
方
法
＝K

unst

）
の
可
能
性
を
少
な
く

と
も
そ
の
脈
絡
を
捉
え
た
と
自
覚
し
始
め
た
と
き
、
彼
は
シ
ュ
タ
ン
ツ
を
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

（
四
）
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
で
の
教
授
法
の
原
則
の
確
立

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
親
友
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（Fischer, Joh, Rudorf. 1772-1800

）
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
方
法
の
《
基
本
原

則
》
は
、
お
お
む
ね
次
の
五
点
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
一
に
、
彼
は
精
神
の
諸
能
力
を
内
容
的
に
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
外
延
的
に
表
象
を
増
や
そ
う
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
達
成
し
よ
う
と
望
ん
で
い
た
。
単
語
、
説
明
、
命
題
、
や
や
長
い
文
な
ど
を
、

大
声
で
繰
り
返
し
て
子
ど
も
に
言
っ
て
聞
か
せ
、
そ
れ
か
ら
子
ど
も
た
ち
に
そ
れ
を
復
唱
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
子
ど
も
た
ち

の
器
官
を
発
達
さ
せ
、
子
ど
も
た
ち
の
注
意
力
や
記
憶
力
を
訓
練
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

（　

）
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第
二
に
、
彼
は
そ
の
教
授
を
完
全
に
言
語
に
結
び
付
け
て
い
た
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
自
然
の
実
際
の
直
観
だ
け
で
な
く
、
言
語
も
ま
た
わ
れ
わ
れ
人
類
の
基
本
的
な
認
識
手
段
で
あ
る
と
考
え
て
い

た
。

　

第
三
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
精
神
の
あ
ら
ゆ
る
作
用
に
基
本
事
項
か
、
分
類
項
目
か
、
そ
れ
と
も
指
導
理
念
か
を
与
え
る
よ
う
に

努
力
し
て
い
た
。

　

第
四
に
、
彼
は
教
授
（Lehren

）
と
学
習
（Lernen

）
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
単
純
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

第
五
番
目
の
原
則
は
、
こ
の
原
則
と
関
連
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
学
問
を
民
衆
に
広
め
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

つ
ま
り
彼
は
、
自
立
的
で
賢
明
な
生
活
を
す
る
た
め
に
、
万
人
が
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
の
洞
察
力
と
思
考
力
の
基
本
を
全
面
的
に
追

求
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
。
学
問
を
パ
ン
に
飢
え
た
貧
し
い
人
々
の
見
せ
か
け
ば
か
り
の
《
お
も
ち
ゃ
》
と
す
る
の
で
は
な
く
、

《
学
問
》
を
パ
ン
に
飢
え
た
貧
し
い
人
々
に
、
真
理
と
知
恵
の
最
初
の
基
礎
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
問
が
彼
ら
の
無
知

（U
nw

issenheit

）
及
び
他
人
の
悪
知
恵
（
狡
猾
さ
）（Schlauheit

）
の
不
幸
な
《
お
も
ち
ゃ
》
に
な
る
危
険
を
取
り
除
く
こ
と
を
ペ

ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
目
的
は
。
教
科
書
を
用
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
果
た
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
彼
の
著
述
か
ら
の

収
入
を
、
彼
の
計
画
の
実
現
た
め
に
、
立
案
中
の
研
究
所
、
学
校
、
孤
児
院
建
設
の
具
体
化
の
た
め
に
向
け
た
。

　

以
上
、
五
点
に
つ
い
て
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
教
育
事
業
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
感
謝
の
念
を
あ
ら
わ
し
、
彼
の
死
を
悼
み
つ
つ
新
た
に
未
来
へ
の
出
発
の
決

意
を
示
し
て
、
第
一
の
書
簡
を
終
わ
っ
て
い
る
。

　

｢

彼
の
手
紙
は
、
全
体
と
し
て
、
彼
が
真
理
を
尊
敬
す
る
、
た
と
え
そ
れ
が
夜
の
衣
を
つ
け
て
い
よ
う
と
も
、
ま
た
そ
れ
が
実
際
に
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陰
で
包
ま
れ
て
い
よ
う
と
も
、
真
理
を
尊
敬
す
る
立
派
な
人
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
シ
ュ
タ
ン
ツ
で
私
と
子
ど
も
の
姿

を
見
て
感
動
し
た
。
そ
の
光
景
が
彼
に
与
え
た
印
象
以
来
、
彼
は
私
の
一
挙
手
一
投
足
に
、
真
剣
な
注
意
を
払
っ
て
き
た
の
だ
っ
た
。

し
か
し
、
フ
イ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
私
の
試
み
が
成
果
を
挙
げ
る
前
に
他
界
し
て
し
ま
っ
た
。
も
し
も
、
こ
の
成
果
を
彼
が
み
て
お
れ
ば
、

私
の
こ
の
試
み
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
を
認
知
し
た
で
あ
ろ
う
。
悲
し
み
の
な
か
で
、
彼
の
死
が
私
に
新
し
い
時
代
を
創
出
す
る
勇
気

と
希
望
を
与
え
て
く
れ
た
の
だ
。｣

　

フ
イ
ッ
シ
ャ
ー
の
人
柄
を
讃
え
、
そ
の
死
を
惜
し
む
言
葉
で
も
っ
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
親
友
フ
イ
ッ
シ
ャ
ー
の
死
に
よ
っ

て
、
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
に
お
け
る
彼
の
仕
事
は
新
し
い
局
面
が
拓
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
第
一
の
書
簡
は
終
わ
っ
て
い
る
。

第
二
の
書
簡
～
回
想
、
そ
の
二
、
協
力
者
た
ち
～

　

第
二
の
書
簡
で
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
ま
ず
紹
介
す
る
協
力
者
は
、
ク
リ
ュ
ー
ズ
ィ
（K

rüsi, H
erm

ann

・1775-1844

）
で
あ
る
。

こ
の
ク
リ
ュ
ー
ズ
ィ
を
通
し
て
彼
は
ト
ー
ブ
ラ
ー
（T

obler, Joh, Georg. 1769-1843

）
や
ブ
ー
ス
（Buss, Joh, Christoph. 

1776-1855

）
と
も
知
り
合
い
、
緊
密
な
協
力
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。

　

と
り
わ
け
、
ク
リ
ュ
ー
ズ
ィ
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
へ
の
傾
倒
は
深
ま
っ
て
い
っ
た
。

　
〈
ク
リ
ュ
ー
ズ
ィ
が
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
か
ら
学
ん
だ
教
育
原
理
に
つ
い
て
〉
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
自
身
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
（
一
） 

決
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
ほ
ど
印
象
づ
け
ら
れ
、
よ
く
配
列
さ
れ
た
語
彙
集
を
し
っ
か
り
覚
え
込
ま
せ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
知
識
に
対
し
て
も
、
一
般
的
な
基
礎
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
知
的
分
野
に
お
い
て
も
、
明
確
な
概
念
に
達
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
二
） 

線
（Linie

）、
角
（W

inkel

）、
弧
（Bogen

）
を
書
く
練
習
は
、
事
物
を
正
確
に
見
た
り
、
描
い
た
り
す
る
の
に
役
立
つ
、

こ
れ
を
何
度
も
や
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
の
す
べ
て
の
物
に
対
す
る
直
観
（A

nschauung

）
は
確
か
な
も
の
に
な
る
。

（　

）
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（
三
） 

子
ど
も
た
ち
と
共
に
初
期
の
計
算
練
習
を
す
る
場
合
、
実
物
な
い
し
実
物
に
代
わ
る
物
を
用
い
て
練
習
を
さ
せ
る
こ
と
は
、

計
算
の
基
礎
を
一
般
的
に
確
実
な
も
の
に
し
、
そ
れ
以
後
の
計
算
の
進
歩
を
過
ち
や
混
乱
か
ら
守
る
こ
と
に
な
る
。　

　
（
四
） 
歩
く
・
立
つ
・
横
た
わ
る
な
ど
具
体
的
な
こ
と
を
暗
誦
さ
せ
た
り
、
記
述
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
概
念

を
次
第
に
明
瞭
に
し
て
行
く
こ
と
、
ク
リ
ュ
ー
ズ
ィ
は
悟
っ
た
。
経
験
に
基
づ
い
て
言
い
現
す
力
、
子
ど
も
た
ち
が
自
分
の

直
観
的
認
識
に
よ
っ
て
、
統
一
的
に
、
確
実
に
、
簡
潔
に
総
合
的
に
捉
え
る
た
め
の
能
力
を
獲
得
出
来
る
に
違
い
な
い
と
い

う
こ
と
に
、
彼
は
気
づ
い
た
。

　
（
五
） 

直
観
か
ら
湧
き
で
て
く
る
真
理
は
、
偏
見
や
誤
謬
が
人
間
の
魂
に
対
し
て
苦
し
い
弁
解
や
種
々
の
雑
多
な
策
動
を
無
用
に
す

る
、
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
真
理
は
、
偏
見
や
誤
謬
が
人
間
の
魂
に
侵
入
す
る
の
を
、
多
く
の
面
で
自
力
に
よ
っ
て
く

い
止
め
る
力
を
人
間
に
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
六
） 

わ
れ
わ
れ
の
感
覚
を
通
し
て
生
ま
れ
る
認
識
の
全
領
域
は
、
自
然
に
対
す
る
注
意
深
さ
と
、
我
々
が
認
識
し
た
も
の
を
熱
意

を
持
っ
て
採
取
し
、
保
持
し
よ
う
と
す
る
熱
意
に
か
か
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

彼
は
、
自
分
の
教
育
方
法
が
、《
自
然
と
調
和
し
て
い
る
こ
と
》
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
、
次
の
こ
と
を
彼
に
完
全
に
確
信
さ
せ
る

に
至
っ
た
。

　

｢

す
べ
て
の
知
識
の
基
礎
は
教
師
（Schulm

eister

）
が
、
た
だ
そ
れ
ら
の
手
段
の
使
い
方
さ
え
、
学
ぶ
な
ら
ば
そ
れ
を
手
引
き
と

し
て
自
分
自
身
も
、
ま
た
子
ど
も
た
ち
を
も
、
教
育
指
導
（U

nterricht

）
に
よ
っ
て
目
標
と
さ
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
知
識
へ
高
め
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
教
育
方
法
を
結
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
や
り
方
に
よ
れ
ば
、
子
ど
も
た
に
あ
ら
ゆ

る
知
識
の
基
礎
を
得
さ
せ
る
た
め
に
も
、
ま
た
両
親
や
教
師
を
、
彼
ら
に
こ
れ
ら
の
教
育
方
法
を
共
に
練
習
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

彼
ら
に
十
分
な
内
心
の
独
立
を
得
さ
せ
る
た
め
に
も
、
学
識
は
必
要
で
は
な
く
、
た
だ
常
識
と
こ
の
方
法
に
習
熟
す
る
こ
と
だ
け
が
求

（　

）
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め
ら
れ
る
だ
け
だ
。｣

　

さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
ク
リ
ュ
ー
ズ
ィ
は
、
学
識
で
は
な
く
て
む
し
ろ
《
健
全
な
思
慮
分
別
》
を
持
つ
こ
と
と
、
さ
ら

に
子
ど
も
を
あ
ら
ゆ
る
知
識
に
導
き
得
る
よ
う
な
教
育
方
法
に
習
熟
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
確
信
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ク
ジ
ュ
ー
ズ
ィ
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
に
出
会
う
前
、
六
年
間
も
村
落
学
校
の
教
師
（sechs Jhre D

orfschulm
eister

）
と
し
て
、

年
齢
も
違
う
多
く
の
子
ど
も
た
ち
を
指
導
し
て
き
た
が
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
学
校
の
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
が
、
そ
の
能
力
を
確
実

で
柔
軟
に
発
達
さ
せ
る
事
例
を
知
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
ク
リ
ュ
ー
ズ
ィ
が
気
づ
い
た
こ
と
は
、
次
の
二
点
で
あ
っ
た
。

　

第
一
に
、
最
も
簡
単
な
こ
と
か
ら
始
め
て
、
こ
れ
を
わ
か
り
易
く
子
ど
も
た
ち
に
マ
ス
タ
ー
さ
せ
、
徐
々
に
前
進
さ
せ
な
が
ら
付
け

加
え
て
い
く
、
と
い
う
原
則
は
子
ど
も
た
ち
の
内
面
に
、
学
び
の
喜
び
を
目
覚
ま
さ
せ
生
き
生
き
と
さ
せ
る
も
の
な
の
だ
。

　

第
二
に
、
読
み
方
授
業
の
さ
い
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
子
ど
も
た
ち
に
示
す｢

こ
と
ば｣

や｢

絵｣

は
、
子
ど
も
た
ち
に
す
ぐ
理
解

で
き
る
単
純
な
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
将
来
の
判
断
や
推
理
の
確
か
な
手
か
か
り
と
な
る
と
い
う
こ
と
。

《
ト
ー
ブ
ラ
ー
が
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
か
ら
学
ん
だ
こ
と
》

　

ト
ー
ブ
ラ
ー
は
バ
ー
ゼ
ル
あ
る
名
門
の
家
庭
で
五
年
間
も
家
庭
教
師
し
て
い
た
。
彼
の
こ
の
よ
う
な
経
歴
と
関
連
さ
せ
て
、
ペ
ス
タ

ロ
ッ
チ
ー
の
事
業
の
状
態
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

｢

私
は
六
年
間
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
の
教
育
の
成
果
、
自
分
の
期
待
し
て
い
た
と
こ
ろ
ま
で
達
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ

い
た
。
子
ど
も
た
ち
の
内
的
な
諸
能
力
は
、
私
の
努
力
の
割
り
に
は
向
上
し
て
い
な
か
っ
た
。････

私
は
こ
の
時
代
の
最
善
の
教
科

書
を
用
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
ど
も
た
ち
の
理
解
を
越
え
る
言
葉
や
概
念
に
埋
め
ら
れ
て
い
て
、
と
う
て
い
子
ど
も
た
ち

の
力
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。･････

私
は
自
分
の
幼
い
生
徒
に
は
直
観
的
表
象
（
例
え
ば
絵
や
実
物
）
を
示
す
よ
う
に
、
ま
た
年
長
の

（　

）
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生
徒
に
は
産
婆
術
的
方
法
（durch Sokratisiren

）
で
彼
ら
に
明
瞭
な
概
念
を
つ
か
ま
せ
る
と
い
う
試
み
を
し
て
み
た
が
、
言
語
認

識
を
着
実
に
育
て
る
本
が
な
い
た
め
、
結
局
、
両
方
と
も
成
功
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
自
分
の
悩
み
や
困
惑
が
、
決
し
て

自
分
ひ
と
り
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
り
、
と
く
に
熱
心
な
下
級
学
校
の
教
師
た
ち
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
感
じ
て
い
る
困
難
さ

は
、
二
倍
も
十
倍
も
重
く
彼
ら
に
の
し
か
か
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
、
と
私
は
感
じ
た
。」

　

ト
ー
ブ
ラ
ー
は
、
教
育
制
度
全
体
に
及
ぶ
こ
の
欠
陥
を
埋
め
る
た
め
の
方
策
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
が
、
や
が
て
彼
が
一
生
か
か
っ

て
も
目
標
を
達
成
す
る
事
は
出
来
な
い
と
感
じ
て
い
た
。
そ
ん
な
時
、
彼
は
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
と
の
文
通
に
よ
っ
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー

の
方
法
を
知
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
ト
ー
ブ
ラ
ー
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
、
自
分
の
よ
う
な
体
系
的
で
学
問
的
な
方
法
に
よ
る
こ
と
な
し
に
、
自
分
の
求
め
て
い

る
目
標
に
到
達
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
た
。
そ
れ
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
既
成
の
方
法
や
技
術
に
は
全
く
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
、
ト
ー
ブ
ラ
ー
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
方
法
に
お
け
る
次
の
原
理
、
す
な
わ
ち
「
母
親
が
、
自
然
に
よ
っ
て
明
確
に
定
め

ら
れ
て
い
る
そ
の
使
命
を
再
び
果
た
せ
る
よ
う
に
と
、
母
親
を
教
育
す
る
と
い
う
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
方
法
の
原
理
が
、
彼
を
引
き
付

け
た
の
で
あ
る
。
彼
自
身
の
仕
事
も
ま
た
、
ま
っ
た
く
同
じ
原
理
か
ら
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。」

　

バ
ー
ゼ
ル
（Basel

）
に
来
た
ク
リ
ュ
ー
ズ
ィ
（K

rüsis
）
の
説
明
を
聞
き
、
ま
た
そ
の
実
地
の
授
業
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

れ
か
ら
ま
た
ク
ジ
ュ
ー
ジ
が
持
参
し
た
若
干
の
教
材
類
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ト
ー
ブ
ラ
ー
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
方
法
が
卓

越
し
て
い
る
と
い
う
信
念
を
い
っ
そ
う
強
く
し
た
の
で
、
彼
は
た
め
ら
う
事
な
く
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
申
し
出
に
応
じ
た
。
ブ
ル
グ
ド

ル
フ
に
来
て
、
ト
ー
ブ
ラ
ー
は
や
は
り
来
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
。

　

彼
は
言
っ
て
い
る
。｢

私
は
ブ
ル
ク
ド
フ
に
来
た
。
そ
し
て
着
い
た
と
た
ん
に
、
こ
の
始
め
ら
れ
た
ば
か
り
の
仕
事
が
私
の
期
待
に

（　

）
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添
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
の
見
る
か
ら
に
す
ば
ら
し
い
、
そ
し
て
全
面
的
に
発
達
し
た
能
力
、
こ
の
能
力
を
生

み
出
し
た
教
育
方
法
の
素
朴
さ
と
多
様
さ
、
そ
れ
が
私
を
驚
か
せ
た
。
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
教
授
法
、
い
っ
さ
い
に
対
す
る
彼
の

ま
っ
た
く
の
無
関
心
さ
、
彼
が
子
ど
も
に
示
す
絵
の
素
朴
さ
、
彼
の
教
育
方
法
の
内
容
は
い
く
つ
か
の
部
分
に
は
っ
き
り
分
か
れ
、
そ

れ
が
別
々
の
機
会
に
積
極
的
な
方
法
に
よ
っ
て
習
得
さ
れ
て
行
く
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
た
。
彼
の
教
育
方
法
の
内
部
分
類
の
見
事

さ
、
複
雑
な
も
の
、
混
乱
し
た
も
の
す
べ
て
を
避
け
、
あ
ら
ゆ
る
力
の
強
化
を
ひ
た
す
ら
目
ざ
す
彼
の
無
言
の
働
き
か
け
、････

と

り
わ
け
彼
の
教
育
方
法
の
い
く
つ
か
が
、
あ
た
か
も
新
し
い
創
造
物
の
よ
う
に
、
人
為
的
技
巧
と
人
間
の
本
性
と
い
う
源
か
ら
自
然
と

わ
き
出
て
く
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
た
あ
の
力
強
さ
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
が
、
ひ
と
き
わ
強
く
わ
た
く
し
の
注
意
を
ひ
き
つ

け
た
。｣

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
試
み
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
内
面
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
無
限
の
可
能
性
を
開
花
さ
せ
る

こ
と
や
、
こ
れ
ら
の
方
法
の
実
施
を
促
し
た
と
こ
ろ
の
根
拠
や
原
理
を
解
明
す
る
こ
と
を
、
ひ
た
す
ら
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、

と
り
わ
け
子
ど
も
の
受
容
能
力
（
感
覚
能
力
）
一
般
の
育
成
に
係
わ
っ
て
居
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
ト
ー
ブ
ラ
ー
に
は
深
く
理
解
出

来
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
ト
ー
ブ
ラ
ー
は
「
彼
（
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
）
の
試
み
が
、
秀
れ
て
い
る
と
い
う
私
の
確
信
は
、
日
毎
に
強
ま
っ
て
き
た
。

････

母
親
た
ち
が
自
然
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
定
め
ら
れ
た
使
命
を
再
び
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
教
育
す
る
こ
と
は
、
実
際

可
能
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
持
つ
に
至
っ
た
の
だ
。

　

要
す
る
に
、
私
は
、
私
が
教
職
経
験
の
初
期
に
非
常
に
熱
意
で
も
っ
て
私
の
内
か
ら
培
っ
た
と
こ
ろ
の
、
経
験
を
重
ね
る
う
ち
に
、

現
代
風
の
教
育
技
術
や
ら
、
教
具
、
教
材
や
ら
に
圧
倒
さ
れ
て
ほ
と
ん
ど
失
い
か
け
て
い
た
と
こ
ろ
の
信
念
を
、
つ
ま
り
人
類
を
高
貴

な
も
の
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
、
こ
こ
で
の
全
体
の
印
象
に
よ
っ
て
、
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ
こ
で
の
見

（　

）
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解
の
結
果
に
よ
っ
て
、
再
び
私
の
心
の
中
に
打
ち
立
て
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。｣

と
、
述
べ
こ
の
ト
ー
ブ
ラ
ー
の
言
葉
で
も
っ
て
、

第
二
の
書
簡
は
終
わ
っ
て
い
る
。

第
三
の
書
簡
・
・
～
回
想
、
そ
の
三
、

（
一
）
有
能
な
協
力
者
た
ち

　

第
三
の
書
簡
で
は
、
親
友
ゲ
ス
ナ
ー
に
対
し
て
、
主
と
し
て
ブ
ー
ス
（Buss, Joh. Christoph

）
の
紹
介
を
し
て
い
る
。
ま
ず
、

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
冒
頭
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

｢

今
度
は
ブ
ー
ス
の
意
見
を
お
伝
え
し
よ
う
。
ゲ
ス
ナ
ー
君
よ
、
下
層
階
級
の
人
々
の
な
か
に
潜
ん
で
い
る
諸
能
力
に
つ
い
て
、
私

が
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
は
、
あ
な
た
も
ご
存
じ
だ
。
ブ
ー
ス
は
ま
さ
に
私
の
こ
う
し
た
意
見
を
正
当
づ
け
て
く
れ
る
生
き
証

人
だ
。」

　

さ
ら
に
続
け
て
、
ゲ
ス
ナ
ー
に
語
り
か
け
て
い
る
。

　
「
愛
す
る
友
（
ゲ
ス
ナ
ー
）
よ
、
世
界
は
有
能
な
人
に
満
ち
て
い
る
。
だ
が
有
能
な
人
間
を
掘
り
出
す
人
々
を
欠
い
て
い
る
の
だ
。

人
間
の
有
能
さ
に
つ
い
て
の
考
え
を
自
分
自
身
の
心
の
う
ち
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。」

　

つ
ま
り
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
恵
ま
れ
な
い
家
庭
の
子
ど
も
た
ち
や
、
間
違
っ
た
教
育
の
た
め
に
せ
っ
か
く
の
素
晴
ら
し
い
才
能

を
発
揮
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
多
く
の
人
々
の
上
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ク
ル
ュ
ー
ズ
ィ
（K

rüsi, H
erm

ann

）

や
ト
ー
ブ
ラ
ー
（T

obler, Joh, Georg

）、
そ
し
て
ブ
ー
ス
の
成
長
ぶ
り
を
み
る
に
つ
け
て
も
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
古
き
教
育
の
誤

り
を
痛
感
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
彼
の
気
持
ち
が
第
四
の
書
簡
以
下
に
お
け
る
激
し
い
旧
教
育
の
批
判
に

つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

（　

）
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ト
ー
ブ
ラ
ー
は
、
少
年
時
代
、
家
が
貧
し
く
て
勉
強
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
が
、
二
二
歳
の
と
き
、
突
然
、
神
学
を
志
し
、
熱
心
に

書
物
に
取
り
組
ん
だ
。
生
活
の
糧
を
う
る
た
め
に
家
庭
教
師
を
し
て
学
問
を
続
け
た
。
し
か
し
、
彼
は
や
が
て
身
に
つ
け
た
知
識
が
、

彼
の
人
間
と
し
て
の
発
達
に
と
っ
て
い
か
に
無
力
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
悟
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
も
し
ト
ー
ブ
ラ
ー
が
困
難
な
初
歩
の
基
礎
的
学
習
さ
え
や
れ
ば
、
彼
が
身
に
つ
け
て
い
る
知
識
と

相
俟
っ
て
、
上
級
学
年
の
学
習
指
導
法
の
開
拓
に
進
む
可
能
性
が
あ
る
と
、
そ
の
才
能
の
開
花
に
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
ク
リ
ュ
ー
ズ
ィ
に
つ
い
て
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
そ
の
卓
越
し
た
能
力
が｢

方
法｣

を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

初
め
て
発
揮
さ
れ
、
申
し
分
の
な
い
教
師
に
な
っ
た
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
ブ
ー
ス
の
紹
介

　

ブ
ー
ス
は
、
ド
イ
ツ
の
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
（T

übingen

）
生
ま
れ
、
父
は
神
学
校
に
勤
め
校
内
に
住
ん
で
い
た
。
す
で
に
、
三
歳

の
こ
ろ
か
ら
ラ
テ
ン
語
学
校
に
通
い
、
八
歳
の
時
に
ピ
ア
ノ
を
習
い
一
二
歳
の
と
き
に
は
教
え
ら
れ
る
く
ら
い
ま
で
上
達
し
て
い
た
。

一
一
歳
の
時
に
は
絵
を
習
い
め
て
い
る
。
こ
う
し
て
彼
は
一
三
歳
に
な
っ
た
時
、
進
路
を
決
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
年
齢
に
な
っ
て
い

た
。
両
親
の
希
望
は
、
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
（Stüttgard

）
に
新
設
さ
れ
た
学
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
か
、
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
に
、
入

学
を
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ブ
ー
ス
自
身
も
強
始
く
進
学
を
希
望
し
て
い
た
。
ブ
ー
ス
は
当
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い

る
。

　
「
こ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
出
身
者
が
、
有
料
で
あ
る
い
は
授
業
料
免
除
で
、
入
学
を
許
可
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
し

か
し
、
私
の
両
親
の
資
力
で
は
、
私
の
授
業
料
を
払
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ア
カ
デ
ミ
ー
に
授
業
料
免
除
で
入
学
許
可
を

求
め
た
が
、
こ
れ
は
学
長
自
身
の
署
名
入
り
の
拒
絶
の
通
知
と
一
緒
に
送
り
返
さ
れ
て
来
た
。
そ
の
拒
絶
の
通
知
は
、
中
、
下
層
市
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民
、
農
民
層
子
弟
を
す
べ
て
大
学
進
学
か
ら
締
め
出
す
規
定
だ
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
、
私
は
大
学
進
学
の
意
欲
も
す
っ
か
り
消
滅
し
て

し
ま
っ
た
。
そ
し
て
私
は
自
分
の
す
べ
て
の
力
を
絵
画
に
注
い
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
も
半
年
あ
ま
り
で
出
来
な
く
な
っ
た
。
製
本
工
場

の
徒
弟
と
し
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
生
懸
命
手
仕
事
に
打
ち
込
ん
だ
。
私
は
少
年
時
代
の
夢
に
ま
つ
わ
る
思
い
出
の
一

切
を
、
私
自
身
の
心
か
ら
消
し
去
る
た
め
に
、
夢
中
で
働
い
た
。
そ
れ
は
、
言
い
よ
う
も
な
く
悔
し
く
不
満
だ
っ
た
。」

　

ブ
ー
ス
は
、
下
層
階
級
の
出
身
だ
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
教
育
を
受
け
る
道
を
閉
ざ
さ
れ
、
少
年
時
代
の
大
部
分
を
そ
の
実
現

の
た
め
に
費
や
し
た
希
望
や
抱
負
を
彼
か
ら
奪
い
去
っ
た
権
力
の
横
暴
に
対
す
る
激
情
が
募
っ
て
く
る
の
を
、
ブ
ー
ス
自
身
ど
う
し
よ

う
も
な
か
っ
た
。

　

彼
は
旅
に
出
た
。
し
か
し
、
彼
の
心
は
少
し
も
癒
さ
れ
な
か
っ
た
。
転
々
と
仕
事
を
変
え
る
な
か
で
、
音
楽
や
絵
を
も
っ
と
練
習
し

た
い
と
思
っ
た
。
そ
う
し
た
時
、「
私
は
ト
ー
ブ
ラ
ー
と
知
り
合
い
に
な
っ
た
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
新
し
く
構
想
し
て
い
る
教
授
方

法
に
は
、
図
画
と
音
楽
の
分
か
る
人
間
が
必
要
だ
と
、
ク
リ
ュ
ー
ズ
ィ
が
言
っ
た
と
き
、
ト
ー
ブ
ラ
ー
は
す
ぐ
に
私
の
こ
と
を
思
い
出

し
て
く
れ
た
の
だ
。」
と
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
と
の
出
会
い
を
述
べ
て
い
る
。

（
三
）
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
と
の
出
会
い

　

ブ
ー
ス
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
ど
ん
な
人
で
あ
る
の
か
、
自
分
で
確
か
め
よ
う
と
し
て
、
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
に
や
っ
て
き
た
。
ペ
ス

タ
ロ
ッ
チ
ー
に
始
め
て
会
っ
た
と
き
の
印
象
を
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　

｢

初
対
面
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
や
は
り
私
の
想
像
し
た
通
り
だ
っ
た
。
ズ
リ
落
ち
た
靴
下
・
・
・
そ
れ
は
見
る
か
ら
に
埃
っ
ぽ

く
、
ひ
ど
く
ほ
こ
ろ
び
て
た
・
・
・
、
彼
は
二
階
の
部
屋
か
ら
私
の
方
に
降
り
て
来
た
。
こ
の
瞬
間
に
私
の
受
け
た
感
じ
は
、
そ
れ
を

表
現
す
る
言
葉
を
知
ら
な
い
ほ
ど
、
彼
の
姿
は
い
た
わ
し
い
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
。････

こ
の
人
が
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
な
ん
だ
、
目

（　

）
 31

（　

）
 31
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の
前
に
い
る
人
が
！　

そ
の
人
の
良
さ
、
初
対
面
を
喜
ぶ
彼
の
様
子
、
そ
の
偉
ぶ
ら
な
い
態
度
、
そ
の
素
朴
さ
、
そ
し
て
、
私
の
前
に

立
つ
そ
の
ボ
ロ
姿
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
私
を
魅
了
し
て
し
ま
っ
た
。
今
ま
で
こ
ん
な
感
動
さ
せ
ら
れ
た
人
に
会
っ
た

こ
と
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
程
私
に
信
頼
の
気
持
ち
を
起
こ
さ
せ
た
人
も
な
か
っ
た
。」

（
四
）
ブ
ー
ス
の
学
ん
だ
こ
と

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
ブ
ー
ス
は
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。

　
「
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
《
直
観
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
》
と
は
、《
線
（Linie

）、
角
（W

inkel

）、
弧
（Bogen

）
こ
そ
、
図
画
の
基
本
で
あ
る
》、

と
言
っ
た
と
き
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、
全
く
解
ら
な
か
っ
た
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
そ
れ
を
説
明

し
よ
う
と
し
て
、
私
に
こ
う
言
っ
た
。

　
《
人
間
の
精
神
は
図
画
に
お
い
て
も
、
曖
昧
な
直
観
か
ら
明
瞭
な
概
念
へ
と
高
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
》。」

　

こ
の
原
則
が
こ
そ
が
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
教
育
方
法
の
根
本
で
あ
っ
た
。

　

ブ
ー
ス
は
、
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
私
は
、
自
然
の
歩
み
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、K

unst

（
方
法･

技
術･

テ
ク
ニ
ッ
ク
）
と
言
う
も
の
が
、

人
間
の
素
質
の
発
展
を
本
質
的
に
促
進
す
る
仕
方
で
、
人
間
の
精
神
に
対
し
て
働
き
か
け
る
よ
う
に
、
自
然
を
仕
向
け
る
た
め
の
も
の

で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
方
法
（K

unst

）
は
必
要
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
を
理
解
し
ま
し
た
。《
直
観
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
》
は
、
直
観

の
対
象
或
い
は
教
授
術
（K

ust

）
の
対
象
に
つ
い
て
、
正
確
な
言
語
表
現
を
子
ど
も
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て

こ
の
言
語
表
現
の
習
得
に
比
例
し
て
、
子
ど
も
は
対
象
を
正
確
に
認
識
し
た
り
、
比
較
す
る
こ
と
が
、
だ
ん
だ
ん
と
厳
密
に
出
来
る
よ

（　

）
 32

（　

）
 33
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う
に
な
る
こ
と
を
私
は
知
っ
た
の
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
方
法
が
他
の
教
科
に
お
い
て
も
、
算
数
や
言
語
に
つ
い
て
も
全
く
同
じ
よ

う
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。」

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
方
法
は
、
そ
の
効
果
を
人
間
の
精
神
に
及
ぼ
し
て
、
子
ど
も
に
自
助
の
能
力
、
つ
ま
り
自
主
的
に
学
習
し
て
行

く
能
力
を
育
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
ブ
ー
ス
は
持
つ
の
で
あ
る
。

　

｢

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
《
方
法
（D

ie ganze M
ethode

）》
の
一
切
は
、
初
歩
点
と
い
う
糸
口
を
握
っ
て
し
ま
い
さ
え
す
れ
ば
、
誰

に
と
っ
て
も
遊
戯
の
よ
う
に
や
さ
し
い
も
の
で
、
も
う
迷
路
に
踏
み
込
む
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
だ
。｣

　

さ
ら
に
、
ブ
ー
ス
は
、
最
後
に
言
っ
て
い
る
。

　

｢

私
は
こ
の
方
法
を
知
っ
た
お
陰
で
、
少
年
時
代
の
明
る
さ
と
力
を
、
再
び
取
り
戻
し
た
。
そ
れ
に
、
私
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
夢

と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
希
望
（H

offnungen

） 、
こ
の
私
や
、
人
類
に
と
っ
て
の
希
望
が
再
び
よ
み
が
え
っ
て
き
た
。｣

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
彼
の
弟
子
と
も
言
え
る
ク
リ
ュ
ー
ズ
ィ
、
ト
ー
ブ
ラ
ー
、
ブ
ー
ス
と
共
に
伝
統
的
学
校
教
育
に
お
け
る
階
級

的
特
権
を
批
判
し
打
破
し
て
、
教
育
の
門
戸
を
広
く
民
衆
一
般
に
、
解
放
し
、
下
層
階
級
の
子
ど
も
で
も
学
べ
る
民
衆
教
育
の
具
体
的

実
現
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
五
）
新
た
な
教
授
法
の
開
発

　

そ
の
成
果
は
、
一
八
〇
〇
年
の
夏
、
大
臣
（Stapter, P. A

. 1766-1840

）
の
肝
入
り
で
出
来
た
「
教
育
の
友
の
会
」
は
、
ペ
ス
タ

ロ
ッ
チ
ー
の
民
衆
教
育
の
「
方
法
」
に
つ
い
て
調
査
し
、
そ
の
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
が
第
一
に
気
づ
い
た
こ
と
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
学
校
の
子
ど
も
た
ち
が
、
驚
く
ほ
ど
速
や
か
に
、
ま
た
極
め
て
完

全
に
《
綴
る
こ
と
》《
読
む
こ
と
》《
書
く
こ
と
》《
計
算
す
る
こ
と
》
を
学
習
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
そ
れ
ら
の
教
科
に
お

（　

）
 34

（　

）
 35

（　

）
 36
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い
て
、
ど
こ
の
村
の
学
校
教
師
で
も
三
年
か
か
っ
て
彼
等
を
高
め
う
る
段
階
ま
で
、
わ
ず
か
半
年
で
達
す
る
こ
と
が
出
来
た
。・
・
・
・

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
教
師
そ
の
人
が
こ
の
驚
く
べ
き
現
象
を
引
き
起
こ
し
た
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
教
授
法
そ
の
も

の
に
原
因
が
あ
る
と
考
え
た
。
で
は
、
こ
の
教
授
法
の
本
質
は
何
か
、
そ
れ
は
自
然
に
の
み
援
助
を
求
め
、
自
然
を
真
の
教
師
と
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。
い
く
ら
か
学
問
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
こ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
教
授
法
の
本

質
は
、
た
だ
直
観
の
み
か
ら
出
発
し
て
、
子
ど
も
を
次
第
に
、
そ
し
て
自
ず
か
ら
抽
象
概
念
に
導
い
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
あ
る
と
。
こ
の

教
授
法
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
長
所
が
あ
る
。
ど
ん
な
場
合
に
も
決
し
て
教
師
と
い
う
も
の
を
優
れ
た
も
の
と
は
認
め
さ
せ
な
い
と
い

う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
師
は
、
決
し
て
よ
り
高
い
種
類
の
人
間
で
は
な
く
、
愛
す
べ
き
自
然
の
ご
と
く
、
子
ど
も
と
共
に
存
在

し
、
生
活
す
る
こ
と
、
あ
た
か
も
自
己
の
同
輩
に
対
す
る
が
如
く
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
に
何
か
を
教
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
子

ど
も
か
ら
学
ぶ
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。」
と
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
愛
弟
子
で
あ
っ
た
ド
ウ
・
ガ
ン
（Roger de 

Guim
ps 1812-1894

）
は
、『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
伝
、
そ
の
生
涯
と
思
想
』
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
。

　

さ
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
第
三
の
書
簡
の
終
わ
り
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。。

　
「
わ
た
し
は
こ
こ
に
次
の
一
言
だ
け
言
い
添
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
方
法
を
知
っ
て
、
わ
た
く
し
は
青
年
期
に
も
っ

て
い
た
あ
の
快
活
さ
と
力
強
さ
と
を
大
部
分
再
び
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
、
わ
た
く
し
が
長
い
間
か
つ
今
日
ま
で
夢
と
考
え
、
躍
る
胸

を
抑
え
な
が
ら
棄
て
さ
ろ
う
と
し
て
き
た
希
望
、
あ
の
わ
た
し
と
人
類
と
の
希
望
も
ふ
た
た
び
甦
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
。」

四
、『
知
識
の
陶
冶
』
そ
の
一
、（
第
四
・
五
・
六
の
書
簡
）

第
四
の
書
簡
・
・
・
・
・
・
本
論
～
そ
の
一
～

　

第
四
の
書
簡
か
ら
第
六
の
書
簡
ま
で
、
本
書
の
総
論
で
あ
り
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
こ
の
書

（　

）
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（　

）
 38
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に
お
い
て
何
よ
り
も
ま
ず
民
衆
教
育
の
解
放
の
た
め
に
全
力
を
尽
く
し
て
い
る
。

（
一
）
授
業
改
革
（
教
育
改
革
）

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
直
接
見
た
当
時
の
学
校
は
、
子
ど
も
が
入
学
す
る
と
同
時
に
、
彼
ら
を
文
字
の
世
界
に
引
き
入
れ
、
そ
れ
に

よ
っ
て
「
直
観
な
き
概
念
」
の
世
界
に
導
き
込
み
、
し
か
も
学
校
生
活
が
終
わ
る
ま
で
そ
の
中
に
閉
じ
込
め
て
置
く
が
、
そ
れ
が
ペ
ス

タ
ロ
ッ
チ
ー
に
は
、
許
す
べ
か
ら
ざ
る
犯
罪
だ
と
思
わ
れ
た
。
教
育
は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
苦
心
惨
た
ん
た
る
も
の
で
文
字
の
学

習
か
ら
始
め
ら
れ
、
最
後
に
は
キ
リ
ス
ト
教
問
答
書
の
機
械
的
な
読
み
と
無
理
解
な
暗
唱
と
が
強
制
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
わ
が

国
の
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
天
皇
制
国
家
主
義
教
育
体
制
下
に
お
け
る
小
学
校
で
『
教
育
勅
語
』
を
暗
記
し
た
よ
う
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ

チ
ー
は
こ
の
非
教
育
的
な
学
校
を
激
し
く
呪
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、
彼
の
仕
事
を
歴
史
的
に
評
価
す
る
た
め
極
め
て
重
要
な
叙
述
が
含
ま
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
特
に
第
四
の
書
簡
に

は
、
こ
の
書
で
最
も
強
く
読
者
に
感
動
を
さ
そ
う
部
分
が
あ
る
。

　

彼
は
、
ま
ず
自
己
自
身
の
《
授
業
改
革
》
と
い
う
こ
と
の
歴
史
的
意
義
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
「
シ
ュ
タ
ン
ツ
を
去
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
あ
ん
な
ふ
う
に
し
て
追
い
払
わ
れ
、
疲
れ
気
っ
て
い
た
も
の
だ
か
ら
、
私
の
昔
な
が

ら
の
民
衆
教
育
計
画
の
理
念
（die Ideen m

einer alten V
olkserziehungspläne

）
さ
え
私
自
身
の
な
か
で
萎
縮
し
始
め
て
い
た
」

。
　

一
九
世
紀
初
頭
の
こ
の
時
代
は
、
啓
蒙
思
想
の
影
響
の
も
と
に
民
衆
の
間
に
教
育
へ
の
期
待
が
溢
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
高
等
教

育
、
中
等
教
育
そ
し
て
、
初
等
教
育
さ
え
も
、
民
衆
は
ひ
じ
ょ
う
な
熱
意
で
も
っ
て
こ
れ
を
支
持
し
、
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

ル
ソ
ー
（Jean. Jacques Rousseau 1712-1778

）
の
『
エ
ミ
ー
ル
』（Em

ile
）
や
そ
の
強
い
影
響
の
下
に
あ
っ
た
汎
愛
派
の
バ

（　

）
 39
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セ
ド
ウ
（Basedow

, Johannes Bernhard 1724-1790

）
ザ
ル
ツ
マ
ン
（Salzm

ann Christian Gotthilf 1744-1811

）
の
、
と

く
に
ザ
ル
ツ
マ
ン
の
啓
蒙
的
教
育
書
が
民
衆
に
読
ま
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
『
リ
ー
ン
ハ
ル
ト
と
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
』（,,Lienhard und Gertrud, Ein Buch für das V

olk

）
が
多
く
の

人
に
読
ま
れ
た
の
も
こ
の
よ
う
な
時
代
思
潮
の
な
か
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
世
界
の
半
分
が
、
教
育
改
革
と
い
う
目
的
の
た
め
に
立
ち

上
が
っ
て
い
た
時
代
で
も
あ
っ
た
」。

　

啓
蒙
の
世
紀
を
経
て
、
高
等
教
育
も
中
等
段
階
の
教
育
も
、
さ
ら
に
初
等
段
階
の
教
育
で
さ
え
も
勤
勉
と
誠
実
さ
を
も
っ
て
進
め
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
功
績
や
成
果
は
実
に
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

だ
が
、「
し
か
し
な
が
ら
教
育
制
度
全
体
と
し
て
・
・
・
私
が
見
た
限
り
、
現
実
の
学
校
教
育
は
、
私
が
そ
の
実
態
を
見
る
限
り
で

は
社
会
全
体
に
と
っ
て
も
、
最
下
層
の
民
衆
に
と
っ
て
も
、
全
く
何
の
役
に
も
立
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
率
直
に
認
め
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。」

　

こ
の
時
代
の
思
潮
を
受
け
て
、
学
問
や
教
育
の
レ
ベ
ル
は
驚
く
ほ
ど
高
ま
っ
て
き
て
い
る
が
、
こ
の
学
問
や
教
育
は
、
一
人
一
人
の

民
衆
の
生
き
る
力
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
本
当
に
幸
福
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
の
大
き
な

疑
問
に
打
ち
当
た
る
。

　

彼
は
、
次
の
よ
う
に
そ
の
心
情
を
語
っ
て
い
る
。

　
「
学
校
は
あ
た
か
も
次
の
よ
う
な
一
軒
の
大
き
な
家
の
よ
う
に
私
に
は
見
え
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
家
の
最
上
階
で
は
、
確
か
に
立
派

で
申
し
分
の
な
い
学
術
が
栄
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
は
ほ
ん
の
僅
か
だ
。
真
ん
中
の
階
に
は
、
も
う
少
し
沢
山
の
人
が

住
ん
で
い
る
が
、
こ
の
階
の
人
に
は
人
間
ら
し
く
階
段
を
上
が
っ
て
行
こ
う
と
し
て
も
そ
の
た
め
の
階
段
が
な
い
の
だ
。
か
と
い
っ

て
、
も
し
彼
等
が
無
理
や
り
に
よ
じ
登
ろ
う
と
す
る
気
配
を
み
せ
る
と
、
人
々
は
、
そ
ん
な
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め

（　

）
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彼
等
の
腕
や
脚
を
叩
き
折
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
し
か
も
第
三
の
階
に
は
も
の
す
ご
く
沢
山
の
人
間
が
う
じ
ゃ
う
じ
ゃ
と
住
ん
で
い
る
。

こ
の
階
に
住
ん
で
い
る
人
間
だ
っ
て
上
の
階
に
住
ん
で
い
る
人
間
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
太
陽
の
光
を
仰
ぎ
、
健
康
な
空
気
を
吸
う
権

利
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
彼
等
は
、
窓
も
な
い
穴
蔵
の
薄
気
味
悪
い
暗
が
り
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
ば
か
り
で

な
く
、
も
し
彼
等
が
上
の
階
の
学
術
の
輝
き
を
の
ぞ
こ
う
と
し
て
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
で
も
思
い
切
っ
て
頭
を
持
ち
上
げ
た
り
す
る

と
、
人
々
は
た
ち
ま
ち
無
理
や
り
に
そ
の
眼
玉
を
く
り
ぬ
い
て
し
ま
う
の
だ
。」

　

そ
し
て
、
さ
ら
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
当
時
の
学
校
の
在
り
方
を
こ
う
激
し
く
批
判
し
て
い
る
。

　
「
親
愛
な
る
ゲ
ス
ナ
ー
君
よ
、
こ
う
し
た
事
態
を
見
て
、
私
は
否
応
無
し
に
次
の
よ
う
な
確
信
を
持
つ
に
至
っ
た
の
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
多
く
の
人
間
を
無
気
力
に
し
て
い
る
《
学
校
悪
》（die Schulübe1

）
と
言
う
も
の
を
、
単
に
表
面
的
に
繕
う
の
で
は
な
く
、
そ

の
根
底
か
ら
矯
正
す
る
こ
と
が
肝
心
で
も
あ
り
、
緊
急
で
も
あ
る
の
だ
。・
・
・
つ
ま
り
、
人
間
の
精
神
が
感
性
的
な
直
観
か
ら
明
晰

な
概
念
へ
と
高
ま
っ
て
ゆ
く
そ
の
過
程
を
支
配
す
る
普
遍
的
な
法
則
に
し
た
が
っ
て
、
教
育
指
導
の
機
械
的
な
形
式
を
定
め
る
と
こ
ろ

ま
で
行
か
な
け
れ
ば
、
学
校
悪
を
抜
本
的
に
排
除
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
感
情
が
日
々
に
大
き
く
な
っ
た
。・
・
・
教
育

指
導
の
根
本
原
則
を
全
面
的
に
自
然
の
歩
み
と
一
致
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
解
っ
た
。」

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
身
分
差
別
的
学
校
教
育
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
青
少
年
た
ち
か
ら
未
来
へ
の
明
る
い
希
望
を
奪
い
去
り
、
彼
等
を

無
力
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
現
実
を
呪
っ
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
ブ
ー
ス
も
そ
の
被
害
者
の
一
人
で
あ
り
、
ク
リ
ュ
ー
ズ
ィ
や
ト
ー

ブ
ラ
ー
も
、
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

「
友
よ
、
人
間
は
善
で
あ
り
、
善
を
求
め
て
い
る
。
人
間
が
善
を
行
う
と
き
に
は
、
ひ
た
す
ら
幸
福
を
求
め
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、

も
し
彼
が
悪
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
々
が
善
に
志
す
彼
の
道
を
塞
い
で
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
。」

（　

）
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（
二
）
教
授
法
の
五
原
則

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
授
業
の
技
術
が
、
教
材
の
選
択
や
配
列
に
関
し
て
、
基
本
的
原
則
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
、
確
信
し
て
い

た
。
そ
し
て
、
教
授
法
の
五
つ
の
原
則
を
次
の
よ
う
な
提
案
を
し
て
い
る
。

（
一
） 
ゲ
ス
ナ
ー
君
は
、
な
に
か
複
雑
な
も
の
の
認
識
に
進
む
前
に
、
ま
ず
君
の
直
観
を
整
理
し
な
さ
い
。
そ
し
て
単
純
な
も
の
の
直

観
を
仕
上
げ
よ
。
ど
ん
な
領
域
の
認
識
の
《
術
（K

unst

）》
で
あ
れ
、
認
識
の
段
階
を
整
え
る
よ
う
に
努
力
せ
よ
。

（
二
） 

さ
ら
に
、
本
質
的
に
互
い
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る
す
べ
て
の
事
物
は
、
そ
れ
が
自
然
の
秩
序
の
な
か
で
現
実
に
持
っ
て
い
る
関

係
と
全
く
同
じ
関
係
で
君
の
精
神
の
な
か
に
持
ち
込
む
こ
と
。・
・
・
・

（
三
） 

他
の
も
の
よ
り
重
要
な
対
象
は
、《
術
》
に
よ
っ
て
も
っ
と
君
に
近
付
け
、
い
ろ
い
ろ
の
感
性
を
通
し
て
君
に
作
用
さ
せ
る
と
い

う
仕
方
で
、
そ
の
印
象
を
強
め
、
か
つ
明
瞭
に
せ
よ
。・
・
・
・
君
の
直
観
に
お
い
て
君
の
職
業
陶
冶
（Berufsbildung

）
に

お
い
て
、
そ
し
て
君
の
徳
性
に
お
い
て
、
一
切
の
確
か
さ
を
決
め
る
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
四
）
物
理
的
自
然
（physischen N

atur
）
の
一
切
の
活
動
は
、
必
然
的
な
も
の
と
見
な
せ
。・
・
・
・

（
五
） 

し
か
し
、
物
理
的
必
然
性
の
成
果
に
豊
か
で
多
面
的
な
魅
力
や
応
用
の
可
能
性
が
在
る
と
、
そ
の
成
果
に
自
由
と
自
律
の
印
象

を
広
く
帯
び
さ
せ
る
も
の
だ
。・
・
・
・
人
間
の
自
然
の
本
性
の
発
達
を
支
配
す
る
こ
の
五
つ
の
法
則
は
す
べ
て
、
そ
れ
が
ど
こ

ま
で
広
が
ろ
う
と
、
一
つ
の
中
心
点
を
め
ぐ
っ
て
広
が
っ
て
行
く
の
だ
。

　

わ
れ
わ
れ
ひ
と
り
ひ
と
り
を
中
心
と
し
て
自
然
は
広
が
っ
て
行
く
の
だ
。
こ
こ
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
人
間
観
・
世
界
観
が
表
現
さ

れ
て
い
る
。

　

第
四
信
の
終
わ
り
に
、
彼
は
こ
う
付
け
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
友
よ
、
私
が
げ
ん
に
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
、

（　

）
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私
が
意
志
す
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て

　

私
が
為
す
べ
き
と
こ
ろ
の
す
べ
て

　

こ
れ
ら
の
す
べ
て
は
私
自
身
が
そ
の
出
発
点
な
の
で
す
。
私
の
認
識
も
ま
た
私
自
身
が
そ
の
出
発
点
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。」

　

わ
れ
わ
れ
は
、
ぺ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
一
八
〇
〇
年
に
著
し
た
『
メ
ト
ー
デ
（
人
間
教
育
の
序
説
）』
の
論
述
の
な
か
で
、『
ゲ
ル
ト

ル
ー
ト
は
い
か
に
し
て
そ
の
子
を
教
え
る
か
』
の
内
容
を
予
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
五
の
書
簡
～
本
論
、
そ
の
二
～

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
冒
頭
「
私
は
あ
な
た
に
、
一
般
的
心
理
学
的
教
授
法
に
つ
い
て
命
題
を
提
言
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
命
題
で

は
十
分
で
は
な
い
。・
・
・
」
と
自
ら
反
省
し
て
い
る
。
彼
は
、
人
間
の
知
識
の
自
然
的
な
源
泉
を
探
究
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ

で
、
自
然
の
法
則
の
本
質
に
つ
い
て
三
通
り
源
泉
を
提
案
し
て
い
る
。

　

彼
は
、
人
間
教
育
の
根
本
思
想
を
自
然
の
法
則
の
本
質
に
基
づ
い
て
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
自
然
の
法
則
は
、

《
三
通
り
の
源
泉
》
を
持
つ
と
考
え
て
い
る
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
精
神
活
動
（
認
識
）
を
可
能
に
す
る
最
も
中
心

的
な
力
を
《
直
観
》
と
呼
ん
で
い
る
。

　
《
直
観
》
の
三
つ
源
泉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

第
一
の
根
源
は
、
自
然
そ
の
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
を
漠
然
と
し
た
《
直
観
か
ら
明
瞭
な
概
念
》　

ま
で
高
め
る
と
こ
ろ

の
も
の
は
、
自
然
そ
の
も
の
で
あ
る
。
自
然
と
い
う
源
泉
か
ら
、
次
の
根
本
命
題
が
出
て
く
る
。

　
（
一
）
わ
れ
わ
れ
が
自
然
の
事
象
を
正
し
く
明
確
に
認
識
す
る
の
は
感
覚
に
よ
る
の
で
あ
る
。

（　

）
 47

（　

）
 48

（　

）
 49

（　

）
 51



36

武蔵大学人文学会雑誌　第 44 巻第 1・2 号

　
（
二
） 

人
間
の
精
神
に
深
く
刻
み
こ
ま
れ
て
、
忘
れ
難
く
な
っ
た
直
観
は
、
ど
ん
な
直
観
で
あ
れ
、
そ
の
直
観
に
は
、
こ
の
直
観
と

多
か
れ
少
な
か
れ
関
連
し
て
い
る
副
次
的
な
諸
概
念
の
全
系
列
が
、
極
め
て
自
然
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
三
） 

あ
る
事
柄
の
本
質
的
な
属
性
が
、
そ
の
偶
然
的
な
属
性
よ
り
も
は
る
か
に
強
力
に
君
の
精
神
に
刻
み
こ
ま
れ
た
と
き
、
お
の

ず
と
君
の
精
神
の
組
織
は
、
正
確
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
四
） 
本
質
を
同
じ
く
す
る
諸
対
象
を
集
め
て
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
君
は
こ
れ
ら
の
諸
対
象
を
、
よ
り
広
い
見
地
か
ら
、
よ

り
厳
密
に
、
確
実
に
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
本
質
を
正
し
く
把
握
で
き
る
。

　
　
　

  

人
間
が
も
し
事
物
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
総
合
的
、
か
つ
一
般
的
な
見
方
を
身
に
つ
け
れ
ば
、
個
別
的
、
非
本
質
的
な
見

方
に
よ
っ
て
惑
わ
さ
れ
る
恐
れ
は
な
く
な
る

　
（
五
） 

こ
の
上
な
く
錯
綜
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
《
直
観
》
で
も
、
単
純
な
基
本
要
素
か
ら
成
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
そ
れ
を
捉
え
て

は
っ
き
り
さ
せ
れ
ば
、
単
純
な
直
観
に
な
る
。

　
（
六
） 

事
物
の
本
質
あ
る
い
は
現
象
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
多
く
の
感
覚
を
働
か
せ
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
事
物
に
つ
い
て
の

君
の
認
識
は
、
よ
り
正
し
い
も
の
に
な
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
わ
れ
わ
れ
の
鋭
敏
な
全
感
覚
に
よ
っ
て
事
物
を
認
識
す
る
の
だ
と
言
う
。
す
べ
て
の
《
五
官
》
に
よ
る
対
象

の
認
識
で
あ
り
、
全
人
格
に
よ
る
認
識
、
つ
ま
り
《
全
人
教
育
》
で
あ
る
。

　

第
二
の
源
泉
は
、
直
観
能
力
と
全
面
的
に
関
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
の
自
然
本
性
の
感
性
で
あ
る
。
こ
の
感
性
は
、
一
つ
は

探
求
心
で
あ
っ
て
、
対
象
の
す
べ
て
を
知
ろ
う
と
す
る
積
極
的
な
力
で
あ
る
。
他
方
は
、
探
求
心
を
静
め
て
対
象
と
一
体
化
し
、
あ
る

が
ま
ま
を
受
容
し
よ
う
と
す
る
傾
向
で
あ
る
。

　

前
者
は
、
人
間
の
探
求
心
の
感
性
的
基
礎
と
し
て
、
後
者
は
判
断
に
お
け
る
冷
静
な
感
性
的
な
基
礎
と
し
て
見
た
場
合
、
人
間
の
認

（　

）
 51
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識
を
正
し
く
支
え
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
三
の
源
泉
は
、｢

人
間
の
外
的
境
遇
と
、
人
間
の
認
識
能
力
と
の
係
わ
り
の
な
か
に
求
め
ら
れ
る
。｣

こ
れ
は
人
間
の
真
理
認
識
の

具
体
的
条
件
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
め
い
め
い
が
生
ま
れ
育
っ
た
家
庭
や
地
域
の
中
で
生
活
す
る
。
こ
れ
が
人
間
の
《
生

活
圏
》
で
あ
る
。
人
間
は
こ
の
生
活
圏
の
な
か
で
暮
ら
す
。
そ
こ
で
の
混
沌
と
し
た
《
直
観
》
の
な
か
で
、
術
（K

unst

）
に
よ
る
整

理
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
ー
チ
は
、
外
的
事
象
を
全
人
格
的
な
感
性
に
よ
っ
て
認
識
し
た
も
の
を
、
い
か
に
整
理
し
「
生
き
る
力
」
と
す
る
か
、

さ
ら
に
深
く
具
体
的
な
探
究
に
つ
い
て
は
、
第
六
の
書
簡
で
述
べ
て
い
る
。

第
六
の
書
簡･･･

本
論
、
そ
の
三
～

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
第
六
の
書
簡
で
本
論
の
締
め
く
く
り
を
し
て
い
る
。

（
一
）
知
識
・
技
術
の
基
本
要
素

　

彼
は
、
第
四
・
第
五
の
書
簡
で
、
人
間
の
精
神
の
自
然
の
シ
ス
テ
ム
の
諸
原
理
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
ま
ず
、
冒
頭
親
友
の
ゲ
ス

ナ
ー
に
、
今
ま
で
の
苦
労
を
語
り
か
け
て
い
る
。

　
「
親
愛
な
る
友
よ
、
私
の
仕
事
の
理
論
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
私
が
ど
ん
な
に
苦
労
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
く
ら
い
あ
な
た

も
わ
か
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
私
は
、
私
の
計
画
を
実
践
し
て
ゆ
く
に
当
た
っ
て
、
七
面
倒
く
さ
い
哲
学
な
ど
、
と
い
う
も
の
は
一
切

必
要
と
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
私
は
、
私
の
活
動
す
る
場
に
お
い
て
、
全
神
経
を
最
高
度
に
一
瞬
一
瞬
を
緊
張
さ
せ
て
生
き
て
き

た
。
私
は
自
分
が
何
を
望
ん
で
い
る
か
を
知
っ
て
い
た
。
私
は
明
日
の
こ
と
を
思
い
わ
ず
ら
い
は
し
な
か
っ
た
が
、
何
時
如
何
な
る
時
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も
、
今
必
要
な
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
わ
き
ま
え
て
い
た
。｣

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
こ
ま
で
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
振
り
返
っ
て
、
自
分
の
陥
っ
た
誤
り
を
正
直
に
告
白
し
、
自
分
の
教
育
方
法

の
原
理
を
一
層
よ
く
読
者
に
理
解
さ
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

　
「
私
の
教
育
方
法
の
原
理
・
原
則
を
、
そ
の
ま
ま
教
科
に
、
つ
ま
り
人
類
が
、
人
類
の
素
質
を
発
展
さ
せ
る
た
め
幾
千
年
の
経
験
か

ら
手
に
入
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
し
て
私
が
あ
ら
ゆ
る
技
術
（K

unst

）
と
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
の
基
本
と
見
な
し
て
い
た
と
こ
ろ
の

も
の
、
つ
ま
り
《
書
き
方
（Schreiben

）》《
読
み
か
た
（Lesen

）》《
算
術
（Rechnen

）》
な
ど
に
適
用
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
、
と

考
え
た
。」

（
二
）
人
間
の
精
神
発
達
の
普
遍
的
形
式

　

さ
ら
に
、｢

私
は
長
い
間
、
授
業
（U

nterricht

）
の
こ
の
よ
う
な
技
術
手
段
（K

unstm
ittel

）
す
べ
て
に
つ
い
て
の
普
遍
的
な
、

心
理
学
的
な
根
拠
を
探
し
求
め
た
。
と
い
う
の
は
、
自
然
そ
の
も
の
本
質
に
即
す
る
人
間
形
成
の
形
式
を
見
出
す
た
め
に
は
、
そ
れ
以

外
に
方
法
は
な
い
と
確
信
し
て
い
た
か
ら
だ
。｣

　

授
業
の
心
理
学
的
根
拠
は
、｢

す
べ
て
《
悟
性
》（V

erstand

）
の
成
果
で
あ
る
。
そ
れ
は
《
成
熟
し
た
直
観
》
に
よ
っ
て
作
り
出

さ
れ
た
成
果
で
あ
る
。｣｢

し
た
が
っ
て
、
授
業
の
根
本
原
理
は
、
人
間
の
精
神
的
発
達
の
不
変
の
根
本
形
式
か
ら
導
き
出
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。｣

　
「
授
業
の
方
法
（K

unst

）
は
、
次
の
よ
う
に
す
す
め
る
の
だ
。
入
り
乱
れ
て
流
れ
込
む
《
直
観
の
対
象
》
を
、
一
つ
一
つ
わ
れ
わ

れ
の
前
に
示
し
、
そ
こ
か
ら
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
た
直
観
の
対
象
を
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
状
態
に
お
い
て
観
察
し
、
そ
し
て
最
後
に
そ

れ
を
、
わ
れ
わ
れ
の
既
に
持
っ
て
い
る
知
識
の
総
体
に
結
び
付
け
る
の
で
あ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
我
々
の
《
認
識
》
は
、《
錯

（　

）
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綜
》
か
ら
《
明
確
》
へ
、《
明
確
》
か
ら
《
明
瞭
》
へ
、
明
瞭
か
ら
《
明
晰
）
へ
と
進
ん
で
行
く
。｣

と
、
述
べ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
考
え
る
教
授
の
課
題
は
、
ま
ず
漠
然
と
し
た
直
観
を
整
理
し
、
分
類
し
て
、
明
瞭
、
明
晰
な
疑
念
と

し
、
確
か
な
系
統
的
知
識
を
増
殖
し
て
行
く
こ
と
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
こ
こ
で
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
（H

erbart

）
の
《
明
瞭･

連
合･

系
統･

方
法
》
と
い
う
認
識
の
四
段
階
説
が
、
不
十
分
な
が

ら
も
す
で
に
明
ら
か
に
萌
芽
し
て
い
る
、
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
認
識
の
原
則
と
し
て
の
《
全
人
教
育
》

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
認
識
の
原
則
と
し
て
五
官
に
よ
る
《
全
人
教
育
》
を
提
唱
し
て
い
る
。
認
識
の
明
瞭
さ
と
い
う
も
の
は
、
私

た
ち
の
感
覚
に
触
れ
る
対
象
物
と
私
た
ち
の
間
の
距
離
の
遠
近
に
よ
っ
て
決
ま
る
、
こ
れ
が
自
然
の
大
原
則
で
あ
る
。｢

物
理
的
に
生

き
る
存
在
（
生
物
）
と
し
て
の
人
間
は
、
五
官
以
外
の
何
者
で
も
な
い
の
で
あ
る
。」
つ
ま
り
総
体
と
し
て
の
人
間
、
そ
れ
は
《
全
人
》

と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
い
っ
さ
い
の
外
的
対
象
物
が
、
こ
の
人
間
の
五
官
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
明
晰
に
直
観
し
得
る
も
の
は
、
自
己
自
身
の
五
官
で
あ
り
、《
総
体
と
し
て
の

人
間
存
在
》
で
あ
り
、《
全
人
》
で
あ
り
、
自
己
自
身
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

つ
ま
り｢

真
理
の
認
識
は
、
人
間
の
場
合
、
か
れ
自
身
に
つ
い
て
の
認
識
か
ら
出
発
す
る｣

と
云
う
こ
と
が
、
も
っ
と
も
自
明
の
原

理
と
な
る
。

（
四
）
真
理
の
認
識
へ
・
・
・
形
、
数
、
言
語

　

真
理
の
認
識
に
至
る
た
め
に
は
、
人
間
自
身
に
と
っ
て
、
次
の
よ
う
な
能
力
が
身
に
つ
い
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
、
ペ
ス
タ

（　

）
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ロ
ッ
チ
ー
は
言
う
。

① 
い
ろ
い
ろ
な
対
象
を
、《
形･Form

》
の
違
い
に
よ
っ
て
見
分
け
、
そ
の
内
容
を
思
い
浮
か
べ
る
能
力

② 
こ
れ
ら
の
諸
対
象
を
《
数･Zahl

》
に
よ
っ
て
区
別
し･･･

明
確
に
思
い
浮
か
べ
る
能
力

③  

い
く
つ
あ
る
の
か
、
ど
ん
な
形
を
し
て
い
る
の
か
、
と
言
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
対
象
を
さ
ら
に
《
言
語･Sprache

》
に
よ
っ

て
思
い
浮
か
べ
、
そ
の
記
憶
を
確
実
に
す
る
能
力

　

そ
こ
で
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
。《
数
》《
形
》
及
び
《
言
語
》
は
、
い
ず
れ
も
授
業
（U

nterricht

）
の
基

礎
手
段
で
あ
る
。

　

授
業
（U

nterricht

）
に
お
け
る
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

　

｢

あ
る
対
象
の
外
面
的
属
性
は
す
べ
て
、
そ
の
最
も
本
質
的
な
属
性
で
あ
る
輪
郭
の
《
形
》
に
お
い
て
、
及
び
《
数
》
の
関
係
に
お

い
て
統
一
さ
れ
、
さ
ら
に
《
言
語
》
に
よ
っ
て
、《
私
の
意
識
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。｣

　

｢

技
術
（K

unst

）
は
、
数･

形･

語
と
い
う
こ
の
三
つ
の
基
礎
か
ら
出
発
し
て
、
次
の
よ
う
な
作
用
を
行
う
こ
と
を
、
技
術
に
よ

る
陶
冶
（Bildung

）
の
不
動
の
原
則
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
（
一
） 

子
ど
も
た
ち
の
意
識
に
の
ぼ
る
ど
ん
な
対
象
で
あ
れ
、
単
一
体
と
し
て･･･

把
握
す
る
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
こ
と

　
（
二
） 

ど
ん
な
対
象
で
あ
れ
、
そ
の
形
を
、
つ
ま
り
大
き
さ
や
割
合
を
知
る
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
こ
と

　
（
三
） 

で
き
る
だ
け
早
く
、
子
ど
も
た
ち
が
見
知
っ
て
い
る
す
べ
て
の
対
象
を
示
す
《
語
》
や
《
名
前
》
を
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く

子
ど
も
た
ち
に
覚
え
さ
せ
る
こ
と
。

（　

）
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（
五
）
教
育
方
法
の
出
発
点

　

こ
う
し
て
、《
子
ど
も
の
教
育
方
法
》
が
、
こ
の
三
つ
の
基
礎
か
ら
出
発
す
べ
き
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
技
術
の
最
初
の
努

力
が
、
教
育
方
法
の
こ
の
三
つ
の
最
初
の
点
に
、
最
大
限
可
能
な
単
純
性･

包
括
性
及
び
調
和
性
を
与
え
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
人
間
の
認
識
を
成
り
立
た
せ
る
三
つ
の
基
本
的
能
力
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

① 《
言
語
》
能
力
の
源
と
し
て
の
音
声
能
力

② 《
形
》
の
意
識
の
源
と
し
て
の
、
不
明
確
で
、
た
ん
に
感
性
的
な
表
現
能
力

③ 《
数
》（
単
位
）
の
意
識
お
よ
び
計
算
能
力
と
し
て
の
明
確
で
感
性
的
で
な
い
表
現
能
力

　

わ
れ
わ
れ
人
間
の
こ
の
三
つ
の
基
本
能
力
が
、
最
初
に
人
間
に
与
え
る
も
の
、
そ
れ
が
音
声･

形･

数
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
技

術
（K

unst

）
に
よ
る
《
人
間
の
教
育
》
は
、
ど
う
し
て
も
こ
れ
ら
の
能
力
を
出
発
点
と
し
、
常
に
こ
れ
と
結
び
付
い
て
い
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

　

そ
れ
は
、
人
間
の
自
然
の
本
性
に
、
人
間
の
精
神
の
発
達
の
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
合
致
す
る
よ
う
な
教
育
の
方
法
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

　

｢

技
術
（K

unst

）
に
よ
る
わ
た
く
し
た
ち
人
間
の
陶
冶
は
、
こ
の
三
つ
の
基
本
能
力
の
、
最
初
の
最
も
単
純
な
成
果
、
つ
ま
り
《
音

声
》《
形
》《
数
》
に
結
び
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。･････｣
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（
六
）
教
育
指
導
の
基
本
原
則

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
人
間
の
三
つ
の
基
本
能
力
で
あ
る
《
数
》《
形
》《
言
語
》
を
、
全
面
的･

調
和
的
に
発
展
さ
せ
て
教
育
指
導

を
完
成
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
到
達
し
た
教
育
指
導
の
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

　

｢

つ
い
に
、
私
は
教
育
指
導
の
技
術
（
方
法
）
を
、
自
然
と
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
自
然
が
世
界
の
事
物
を
全
面
的
に
明
瞭
に
す
る
際

の
根
本
形
式
と
、
本
質
的
に
も
っ
と
も
密
接
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
同
時
に
、
教
育
指
導
の
た
め
の
一
切
の
技
術
的
手
段

の
一
般
的
根
源
と
、
人
間
の
形
成
を
我
々
の
自
然
本
性
そ
の
も
の
の
本
質
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
形
式
と
を
発
見

す
る
と
い
う
問
題
に
、
答
え
る
こ
と
も
出
来
た
。
こ
う
し
て
、
私
が
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
指
導
の
基
礎
と
み
な
す
機
械
的
な
法
則

を
、
幾
千
年
も
の
人
類
の
経
験
が
、
人
類
自
身
の
発
展
の
た
め
に
、
人
類
の
手
に
与
え
た
と
こ
ろ
の
教
育
指
導
の
形
式

（U
nterrichtsform

＝
教
授
形
式
）
に
、
つ
ま
り
書
き
方
（Schreiben

）、
算
術
（Rechnen

）、
読
み
方
（Lesen

）
な
ど
に
、
適

用
す
る
に
あ
た
っ
て
の
困
難
は
除
去
さ
れ
た
。｣

こ
う
し
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
《
教
育
指
導
の
根
本
原
則
》
を
自
然
の
発
展
に
人

間
の
本
性
の
発
展
を
託
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
第
四･

第
五
の
書
簡
の
記
述
を
と
お
し
て
、
教
授
（U

nterricht

）

に
つ
い
つ
い
て
検
討
し
考
察
を
加
え
て
き
た
が
、
こ
の
書
（『
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
は
い
か
に
そ
の
子
を
育
て
た
か
』
の
総
論
部
分
を
第
六

の
書
簡
で
締
め
括
っ
て
い
る
。

五
、『
知
識
の
陶
冶
』（
そ
の
二
）・
・
・
各
論
（
第
七
・
第
八
の
書
簡
）

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
各
論
（
第
七･

第
八
の
書
簡
）
で
言
語
・
形
・
数
の
教
授
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
彼
の
合
自
然
的
な
諸
原
則

を
学
校
の
授
業
（Schulunterricht

）
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
彼
は
読
み
書
き
・
算
と
い
う
当
時
の
教
科
が
学
習
の
出
発
点

と
は
見
な
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
発
見
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
教
科
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
《
線
》《
数
》《
語
》
の
よ
う
な
教
授
手
段

（　

）
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は
、
本
来
教
科
が
始
ま
る
ま
え
に
、
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
彼
は
思
考
の
原
形
と
し
て
の
究
極
の
単
位

は
《
数
》《
形
》《
語
》
と
考
え
て
い
た
。

第
七
の
書
簡
・
・
・
各
論
、
そ
の
一
、「
語
」・「
形
」
の
教
授

　

第
七
書
簡
で
は
、「
語
」
と
「
形
」
の
教
育
方
法
を
扱
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
次
の
よ
う
に
提
言
し
て
い
る
。

（
一
）「
語
（
言
語
）」
の
教
授

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
に
よ
れ
ば
、「
語
」
の
教
授
は
三
段
階
に
分
か
れ
る
と
い
う
。
授
業
の
基
本
的
手
段
の
第
一
の
も
の
は
、《
音
》
で

あ
り
、《
音
》
か
ら
、
次
に
示
す
授
業
の
方
法
が
導
き
出
さ
れ
る
と
言
う
。

①
音
の
指
導
（T

onlehre

）･･･

言
語
器
官
を
育
成
す
る
方
法

②
単
語
の
指
導
（W

ortlehre

）･･･

個
々
の
事
物
を
認
識
す
る
こ
と
を
教
え
る
方
法

③
言
語
の
指
導
（Sprachlehre

）･･･ 

既
知
の
事
物
に
つ
い
て
、
認
識
す
べ
き
事
柄
に
つ
い
て
、
明
確
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
指
導

す
る
方
法

① 《
音
》
の
指
導

　

こ
れ
は
《
話
し
言
葉
》
の
た
め
の
音
声
指
導
と
、《
唱
歌
の
た
め
》
の
音
声
指
導
と
に
分
け
ら
れ
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
音
の
指
導
を
聴
覚
の
訓
練
と
発
音
の
訓
練
と
に
分
け
て
い
る
。

　

具
体
的
な
指
導
の
順
序
は
、（
一
）
読
ん
で
聞
か
せ
る

（　

）
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（
二
）
読
ん
で
聞
か
せ
て
、
口
ま
ね
を
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
文
字
を
読
ま
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
文
字
を
綴
ら
せ
る

② 

音
の
能
力
、
あ
る
い
は
音
の
基
本
的
手
段
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
第
二
の
特
殊
な
授
業
手
段
は
、《
単
語
の
指
導
》
あ
る
い
は
《
名
称

の
指
導
》
で
あ
る
。

③ 

音
の
能
力
に
由
来
す
る
授
業
の
第
三
の
特
殊
な
手
段
は
、
言
葉
の
指
導
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
三
つ
段
階
こ
そ
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
も
っ
と
も
言
葉
指
導
で
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
彼
の
言
葉
指
導
の
中
心
も
こ
こ
に
あ

る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
当
時
の
教
育
制
度
の
批
判
や
授
業
の
在
り
方
を
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
彼
自
身
の
教
育
技
術
研
究
の

歴
史
的
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。

　

第
七
の
書
簡
の
冒
頭
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
自
信
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

｢

教
育
の
技
術
が
、
わ
れ
わ
れ
人
類
が
つ
く
り
あ
げ
た
特
性
で
あ
る
と
こ
ろ
の
言
葉
を
利
用
し
つ
つ
、
人
類
の
自
然
の
発
展
の
仕
方

と
歩
調
を
合
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
、
本
当
の
意
味
で
の
授
業
形
式
が
展
開
し
始
め
て
い
る
。
そ
う
い
う
時
点
に
、
今
私
は

立
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
教
育
の
技
術
と
は
、
人
間
が
自
然
存
在
で
在
り
つ
つ
、
し
か
も
自
然
の
ま
ま
で
は
在
り
得
な
い
も
の
に
な
り

う
る
こ
と
を
、
促
進
し
、
助
け
る
技
術
で
あ
る
。｣

と
、
考
え
て
い
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
漠
然
と
し
た
直
観
か
ら
、
明
確
な
概
念
へ
と
進
む
自
然
の
歩
み
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
最
高
度
に
完
成
さ
せ
る
た
め

に
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
す
べ
て
言
語
指
導
の
完
璧
な
技
術
と
最
高
の
心
理
学
に
よ
っ
て
、
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
た
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
に
す
れ
ば
、
漠
然
と
し
た
直
観
を
明
瞭
な
概
念
に
高
め
る
本
質
的
な
手
段
は
、《
言
語
》
指
導
で
あ
る
と
い
う
強

（　

）
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い
信
念
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
彼
は｢

私
は
学
校
教
育
（Schulunterricht

）
を
年
老
い
て
、
口
を
も
ぐ
も
ぐ
さ
せ
て
い
る
だ
け
の
奴
隷
的
教
師

（Schulm
eister-K

nechte

）
の
生
気
に
乏
し
い
授
業
か
ら
も
、
ま
た
普
通
民
衆
教
育
（gem

einen V
olksunterricht

）
と
言
う
観

点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
と
本
質
的
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
新
米
教
師
た
ち
の
自
信
の
な
い
授
業
か
ら
も
解
放
し
た
い
。
そ
し
て
学
校
教

育
を
、
自
然
そ
の
も
の
の
確
固
た
る
力
に
、
神
が
父
や
母
た
ち
の
心
の
中
に
灯
し
給
う
、
か
つ
永
遠
に
見
守
り
給
う
灯
火
に
、
そ
し
て

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
が
神
や
人
に
愛
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
父
母
た
ち
の
切
な
る
気
持
ち
に
結
び
付
け
た
い
。」
と
述
べ
、
当
時
の
伝
統

的
学
校
教
育
の
在
り
方
に
対
し
て
授
業
の
改
革
を
訴
え
て
い
る
。

（
二
）《
形
》
の
教
授

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、「《
形
》
の
教
授
は
、
形
の
あ
る
事
物
の
直
観
的
認
識
が
先
行
す
る
。」
と
言
う
。

　

さ
ら
に
、｢

形｣

の
教
授
は
、
対
象
の
形
（
輪
郭
）
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
（
測
定
）、
そ
の
形
を
正
し
い
名
前
で
呼
ぶ
こ
と
を
含
め

て
、
そ
れ
を
正
確
に
写
す
こ
と
（
図
画
）、
話
し
言
葉
を
文
字
で
表
す
こ
と
も
含
め
て
、
正
し
い
文
字
を
書
く
こ
と
（
書
き
方
）
を
目

標
と
し
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
日
常
の
様
々
な
経
験
を
通
し
て
子
ど
も
た
ち
の
能
力
と
し
て
生
き
る
力
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
の
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
に
お
い
て
も
、「
話
す
こ
と
」
の
学
習
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

彼
の
指
導
方
法
に
よ
れ
ば
、
未
熟
な
教
師
や
母
親
で
も
子
ど
も
た
ち
を
十
分
に
、
安
心
し
て
指
導
出
来
る
と
言
う
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
。
民
衆
の
子
ど
も
た
ち
に
、《
確
か
な
学
力
》
を
育
む
こ
と
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
民
衆
の
子
ど
も
た
ち
に
、
学

校
を
解
放
し
確
か
な
学
力
を
身
に
つ
け
た
青
少
年
の
育
成
こ
そ
、
民
衆
の
幸
福
へ
の
途
だ
と
強
い
確
信
を
抱
い
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
言
語
は
文
化
の
基
礎
で
あ
り
、
自
然
的
な
経
験
の
再
現
で
あ
り
言
語
学
習
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
民
衆
の

（　
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文
化
的
、
道
徳
的
向
上
の
可
能
性
を
信
じ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
上
流
階
級
の
人
々
、
そ
の
よ
う
な
能
力
が
あ
る
と
言
う
こ
と
を
認
め
よ

う
と
も
せ
ず
、
ま
た
民
衆
の
母
親
た
ち
の
内
在
的
可
能
性
を
育
て
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
当
時
の
教
育
指
導
者
た
ち
を
、
厳
し
く
批
判

し
て
い
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
こ
の
第
七
の
書
簡
の
最
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

｢

書
き
方
学
習
は
、
単
に
技
術
と
し
て
で
は
な
く
、
職
業
上
の
事
柄
と
し
て
完
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
子
ど
も
は
、
こ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
考
え
を
、
言
葉
で
表
現
す
る
た
め
の
こ
の
《
書
く
と
い
う
》
人
為
的
な
方
法
を
、《
話
す
と
い
う
》
こ
と
自

体
と
同
様
に
た
や
す
く
、
ま
た
一
般
的
に
駆
使
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
も
の
だ
、
と
言
う
と
き
、
そ
の
意
味
は
、
こ
の
指
導

の
全
体
の
歩
み
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。｣

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
自
分
の
《
方
法
・U

terricht

》
の
効
果
に
最
大
の
期
待
を
か
け
た
。
た
し
か
に
、
彼
の

知
育
の
方
法
に
は
、
明
ら
か
に
道
徳
的
並
び
に
政
治
的
な
意
味
が
あ
っ
た
。
自
主
的
に
思
考
し
、
行
動
す
る
《
人
格
》
へ
と
子
ど
も
を

教
育
す
る
こ
と
は
、
民
衆
に
真
の
学
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
近
代
社
会
を
担
う
市
民
を
育
て
人
類
の
幸
福
を
願
っ
て
い
た
ペ
ス
タ
ロ
ッ

チ
ー
の
生
涯
を
か
け
て
の
目
標
で
あ
っ
た
。

第
八
の
書
簡
～
各
論
、
そ
の
二
、「
数
」
の
教
授

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
、
第
三
番
目
の
基
本
的
手
段
は
《
数
》
で
あ
る
。」

と
明
言
し
て
い
る
。
さ
て
、
数
の
教
授
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
う
の
か
、
彼
の
考
え
に
基
づ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
「《
数
》
は
、
あ
ら
ゆ
る
《
直
観
》
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
大
小
の
関
係
を
明
瞭
に
意
識
し
、
こ
の
無
限
の
大
小
関
係
を
最
も
明
確

な
規
定
に
ま
で
還
元
し
て
表
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
の
だ
。････
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し
か
し
、《
音
》
と
《
形
》
と
は
、
非
常
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
誤
謬
と
錯
覚
と
の
萌
芽
を
内
在
的
に
も
っ
て
い
る
が
、
数
に
つ
い

て
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
数
だ
け
は
誤
り
の
な
い
結
果
を
導
い
て
く
れ
る
の
だ
。」

　

数
の
認
識
は
、《
確
実
な
直
観
》
を
か
い
て
は
無
力
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
数
の
初
歩
点
の
直
観
か
ら
着
実
に

発
展
す
る
算
術
の
指
導
を
考
え
る
。

　

｢

算
術
と
い
う
の
は
、
い
く
つ
か
の
単
位
を
結
合
し
た
り
、
分
離
し
た
り
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
そ
の
基
本

形
式
は
、
本
質
的
に
は
一
た
す
一
は
二
、
二
引
く
一
は
一
と
言
う
こ
と
だ
。

　

あ
ら
ゆ
る
計
算
の
基
礎
と
し
て
、
事
物
の
実
際
の
数
関
係
の
意
識
が
、
人
間
の
精
神
の
内
部
で
し
っ
か
り
と
捉
え
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
、
計
算
の
技
術
は
、
単
な
る
想
像
力
や
記
憶
力
に
な
り
下
が
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、《
明
晰
な
概
念
》
に
到
達
す
る
と
い
う
教
育

の
本
質
的
な
目
的
に
対
し
て
は
、
無
力
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。」
と
述
べ
、
さ
ら
に
《
数
概
念
の
形
成
》
は
、｢

ひ
と
え
に
理
性
の

訓
練
で
あ
り
、
決
し
て
単
な
る
暗
記
仕
事
や
お
き
ま
り
の
手
仕
事
的
な
技
巧
で
は
な
く
、
反
対
に
最
も
明
瞭
で
《
明
確
な
直
観
》
の
成

果
で
あ
り
、
純
粋
に
明
晰
な
概
念
へ
、
つ
ま
り
真
理
へ
、
子
ど
も
た
ち
を
導
く
こ
と
が
で
き
る｣

と
、《
明
確
な
直
観
》
を
強
調
し
て

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
第
八
の
書
簡
を
終
わ
っ
て
い
る
。

六
、
知
識
の
陶
冶　

そ
の
三
・
総
括
（
第
九
・
一
〇
・
一
一
及
び
一
二
の
書
簡
）

第
九
の
書
簡
・
総
括
、
～
そ
の
一
・
歴
史
的
課
題
～

（
一
）
成
果
の
総
括
と
新
た
な
探
究

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
第
七･

八
の
書
簡
で
、《
語
》《
形
》《
数
》
と
い
う
、
認
識
の
基
本
と
な
る
三
つ
の
手
段
と
、
そ
れ
ら
の
指

導
法
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
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こ
こ
で
は
、
自
己
の
今
日
ま
で
の
生
涯
と
そ
の
仕
事
を
歴
史
的
に
振
り
返
っ
て
総
括
す
る
と
共
に
、《
直
観
》
を
あ
ら
ゆ
る
認
識
の

絶
対
的
な
基
礎
と
み
な
す
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
独
自
な
方
法
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。

　

彼
は
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
育
が
、
本
質
を
一
切
無
視
し
て
個
々
ば
ら
ば
ら
の
真
理
の
断
片
の
知
識
の
注
入
に
奔
走
し
て
い
る
現

状
を
「
ひ
ど
く
惨
め
で
弱
々
し
く
、
ま
る
で
価
値
の
な
い
、
泥
土
に
す
ぎ
な
い
」
と
、
き
び
し
く
批
判
し
て
い
る
。

　

親
愛
な
る
友
よ
！　

私
は
い
ま
、
過
去
を
振
り
返
っ
て
、｢

自
分
は
、
人
間
の
教
育
指
導
の
本
質
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
本
当
に
、

い
っ
た
い
何
を
実
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か｣

と
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
謙
虚
に
自
問
し
自
省
し
、
そ
し
て
新
た
な
未
来
へ
の
挑
戦
を
し

よ
う
と
し
て
い
る
。

　
「
ま
ず
、
私
は
、《
直
観
（A

nschauung

）》
を
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
絶
対
的
な
基
礎
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
授
業
の
最
高

の
原
理
を
確
立
し
た
、
と
い
う
こ
と
。
さ
ら
に
私
は
、
あ
り
ゆ
る
個
々
の
教
育
理
論
は
さ
て
お
き
、
教
育
の
理
論
そ
の
も
の
の
本
質
、

お
よ
び
自
然
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
人
類
の
形
成
の
基
本
形
式
と
を
、
発
見
し
よ
う
と
努
力

し
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。･･･

私
は
、
い
っ
さ
い
の
授
業
を
、
三
つ
の
（
語
、
形
、
数
）
部
門
に
お
け
る
授
業
の
成
果
を
、
物
理

的
な
必
要
性
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
特
殊
な
手
段
を
追
求
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。」

　

さ
ら
に
、
彼
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
私
は
こ
れ
ら
三
つ
の
基
本
的
手
段
を
、
相
互
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
教
育
指
導
を
多
面
的
に
、
か
つ
三
つ
の
部
門
全
体
が
調
和
す
る
よ
う
に
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
人
間
の
自
然
本
性
と
一
致

さ
せ
、
か
つ
、
人
類
の
発
展
に
お
け
る
自
然
の
歩
み
に
近
づ
け
た
、
と
言
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
公
的
に
、
全
般
的
に
、
民
衆
の
た
め

に
行
わ
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
育
制
度
は
、《
直
観
》
が
授
業
の
最
高
の
原
理
で
あ
る
こ
と
を
全
然
認
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。」
こ
こ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
教
育
制
度
の
大
き
な
欠
陥
が
あ
る
の
だ
と
鋭
く
指
摘
し
批
判
し
て
い
る
。
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（
二
）
印
刷
術
と
文
字
人
間

　

こ
こ
で
も
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
鋭
く
《
直
観
の
無
視
》
を
批
判
し
て
い
る
。

　
「
私
は
、
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
育
制
度
が
、
人
類
の
形
成
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
然
本
性
の
本
質
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
、
と
い

う
基
本
形
式
を
承
知
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
一
切
の
教
育
の
本
質
を
、
個
々
バ
ラ
バ
ラ
の
教
授
（U

nterricht

）

（
教
育
指
導
）
の
混
乱
の
犠
牲
に
し
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
真
理
の
断
片
を
聞
き
か
じ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
理
の
精
神
そ

の
も
の
を
殺
し
て
し
ま
い
、
こ
の
精
神
を
基
礎
と
し
て
成
り
立
つ
、
自
主
独
立
の
た
め
の
能
力
を
、
人
間
の
内
面
で
絶
滅
さ
せ
て
し

ま
っ
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、《
直
観
の
無
視
》
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
こ
う
し
た
民
衆
教
育
が

原
因
で
民
衆
が
精
神
錯
乱
に
陥
ら
ざ
る
を
得
ず
、
実
際
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
。」

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
階
層
格
差
が
民
衆
の
教
育
格
差
を
生
み
出
し
て
い
る
原
因
の
一
つ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
一
方
個
々
の
学
術
の
面
は
、
非
常
に
高
い
レ
ベ
ル
に
達
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
、
全
人
類
に
対
す
る
自
然
の

導
き
の
一
切
の
基
礎
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
印
刷
術
の
発
明
が
上
流
階
級
の
優
秀
さ
と
下
層
階
級
の
惨
め
さ
と
の
間
に
人
間
の
精

神
を
頽
廃
さ
せ
る
よ
う
な
、
こ
の
不
均
衡
、
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
、
こ
の
驚
く
べ
き
不
均
衡
を
生
み
出
し
た
端
緒
は
、
印

刷
術
の
発
明
に
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
言
語
の
認
識
を
容
易
に
す
る
上
で
印
刷
術
が
お
よ
ぼ
し
た
、
測
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
影
響

力
に
驚
愕
し
て
い
る
が
、･････

印
刷
術
が
こ
れ
ほ
ど
効
果
を
上
げ
得
た
の
は
、
封
建
制
、
イ
エ
ズ
ス
会
と
か
、
副
次
的
な
影
響
力
が

必
要
で
あ
っ
た
。････

印
刷
術
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
の
《
五
官
＝
感
性
》
を
極
度
に
狭
め
て
し
ま
い
、
と
り
わ
け
直
観
の
た
め

の
、
普
遍
的
な
器
官
で
あ
る
《
目
》
を
、
新
し
い
認
識
の
神
聖
な
偶
像
た
る
《
文
字
》
と
《
書
物
》
と
に
が
っ
ち
り
縛
り
付
け
て
し

ま
っ
た
こ
と
、
そ
の
結
果
、
印
刷
術
は
我
々
の
認
識
の
、
一
層
普
遍
的
な
器
官
で
あ
る
《
目
》
を
、
単
な
る
文
字
用
の
《
目
》
に
し
て

し
ま
い
、
我
々
自
身
を
単
な
る
《
文
字
人
間
》
に
し
て
し
ま
っ
た
、
と
言
い
た
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。」
と
、
指
摘
し
印
刷
文
化
の
急
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速
な
発
達
の
状
況
下
で
、
上
流
階
級
と
下
層
階
級
と
の
格
差
が
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
内
面
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
《
感
性
の
豊
か
さ
》
さ

え
も
踏
み
に
じ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
感
性
を
通
し
て
の
認
識
の
大
切
さ
を
強
調
し
て
い
る
。

（
三
）
直
観
の
喪
失

　

直
観
を
喪
失
し
た
教
育
方
法
は
、
単
な
る
小
手
先
の
技
巧
と
な
り
、
本
来
な
ら
ば
自
然
に
従
う
術
（K

unst

）
に
よ
っ
て
子
ど
も
た

ち
を
《
真
理
》
と
《
知
恵
》
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
の
力
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
逆
に
《
偽
り
》
と
《
愚
か
さ
》
に
陥
れ
る
道
具

と
な
り
果
て
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
人
間
は
「
無
力
に
し
て
直
観
を
喪
失
し
た
、
哀
れ
な
口
先
だ
け
の
輩
」
に
堕
落
し
て
し
ま
っ
た
の

だ
と
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
嘆
く
の
で
あ
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
は
長
い
間
、
根
深
い
人
為
の
術
と
迷
い
を
助
長
す
る
根
深
い
手
段
と
に
よ
っ
て
、
認
識
手
段
と
教
育
手
段
と
か
ら
《
直

観
》
を
全
面
的
に
奪
い
去
ら
れ
、
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
自
身
か
ら
は
、
す
べ
て
の
直
観
能
力
を
奪
い
取
ら
れ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
体
制
に

組
み
込
ま
れ
て
い
た
。」

　

第
九
の
書
簡
を
終
え
る
の
に
あ
た
っ
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
育
の
欠
陥
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　

｢

愛
す
る
友
よ
！
私
は
次
の
よ
う
な
主
張
に
立
ち
返
ろ
う
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
育
の
欠
陥
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
教
育
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
な
見
方
の
人
為
的
な
転
倒
が
、
そ
れ
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
現
在
の
よ
う
な
状
況
に
ま
で
導
い
た
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
が
現
に
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
ま
た
将
来
も
そ
う
で
あ
ろ
う

と
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
市
民
的
、
道
徳
的
、
宗
教
的
な
転
倒
に
対
し
て
は
、
表
面
的
で
透
き
間
が
多
く
、
か
つ
無
計
画
な
わ
れ
わ

れ
の
民
衆
教
育
（V

olksunterrichtes

）
の
欠
陥
を
抜
本
的
に
改
め
、《
直
観
》
が
い
っ
さ
い
の
認
識
の
絶
対
的
基
礎
で
あ
る
こ
と
を

認
め
る
こ
と
。
換
言
す
れ
ば
、
い
か
な
る
認
識
も
直
観
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
直
観
に
還
元
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
、
こ
れ
以
外
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
破
滅
を
く
い
止
め
る
い
か
な
る
手
段
も
存
在
し
な
い
の
だ
。」
と
、
ペ
ス
タ

ロ
ッ
チ
ー
は
鋭
く
指
摘
し
第
九
の
書
簡
を
閉
じ
て
い
る
。

第
一
〇
の
書
簡････

総
括
、
そ
の
二
、
直
観
の
意
義

　

第
一
〇
の
書
簡
は
、
第
七
の
書
簡
か
ら
第
九
の
書
簡
ま
で
を
総
括
し
、《
形
》《
数
》《
語
》
の
三
領
域
に
お
け
る
た
ん
な
る
直
観
を
、

そ
れ
ぞ
れ
、《
言
語
の
術
》《
直
観
（
形
）
の
術
》《
計
算
の
術
》
に
ま
で
高
め
る
こ
と
の
意
義
を
、
重
ね
て
強
調
し
て
い
る
。
今
日
的

に
言
え
ば
、
ス
リ
ー
・
ア
ー
ル
ズ
（3R ,s

）
で
あ
る
、
日
常
生
活
の
た
め
に
も
、
ま
た
学
問
的
活
動
を
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
三
つ
の

能
力
は
必
要
不
可
欠
の
能
力
で
あ
る
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
教
授
理
論
の
総
括
と
し
て
、
一
四
の
書
簡
中
も
っ
と
も
重
要
な
部
分
で
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
。

（
一
）
直
観
と
直
観
の
術
の
区
別

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
ま
ず
あ
ら
ゆ
る
教
授
の
出
発
点
と
し
て
の
《
直
観
》
と
、《
形
》
の
認
識
に
際
し
て
の
《
直
観
の
術
》
と
は

区
別
さ
れ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
摘
か
ら
出
発
し
て
、《
直
観
》
を
あ
ら
ゆ
る
教
育
指
導
の
出
発
点
に
お
く
こ
と
は
《
人
間
の
教
育
》

に
と
っ
て
の
理
論
的
な
意
義
を
強
調
し
て
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
第
一
〇
の
書
簡
の
冒
頭
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
友
よ
！
《
教
授
（U

nterricht

）＝
授
業
》
の
出
発
点
と
し
て
の
《
直
観
（A

nschauung

）》
と
あ
ら
ゆ
る
《
形
（Form

en

）》

の
関
係
に
つ
い
て
の
理
論
で
あ
る
《
直
観
の
術
（A

nschauungskunst
）》
と
は
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
教
授
の
三
つ
の

基
礎
手
段
す
べ
て
の
全
般
的
な
基
礎
と
し
て
の
《
直
観
》
は
、
直
観
の
術
に
も
、
ま
た
計
算
の
術
や
言
語
の
術
に
も
先
行
す
る
も
の
あ
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る
。
も
し
、
直
観
を
、
直
観
の
術
と
区
別
し
て
、
そ
れ
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
外
界
の
対
象
が
わ
れ
わ
れ
の
《
感
官

Sense Sinn

》（
感
覚
器
官
と
そ
の
知
覚
作
用
）
の
ま
え
に
、
た
だ
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
印
象
が
わ
れ
わ
れ
の
意
識

を
た
ん
に
刺
激
す
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
自
然
は
、
こ
の
意
味
で
の
直
観
で
も
っ
て
一
切
の
教
授
を
始
め
る
。
み
ど
り

児
（Säugling

）
は
、
こ
の
自
然
の
教
授
の
恩
恵
に
浴
し
、
母
親
が
そ
れ
を
与
え
る
。
し
か
し
、
教
育
の
技
術
は
、
こ
れ
ま
で
、
こ
の

母
親
の
仕
事
が
自
然
の
行
う
教
授
と
歩
調
を
合
わ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
何
事
を
も
し
な
か
っ
た
。
み
ず
か
ら
、
み
ど
り
児
に

外
界
の
色
々
な
事
柄
を
指
し
示
す
母
親
の
姿
、
こ
の
限
り
な
く
美
し
い
光
景
（das schönste Schauspiel

）
を
前
に
し
な
が
ら
、
教

育
の
技
術
は
、
な
ん
ら
な
す
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
こ
の
美
し
い
光
景
に
、
そ
れ
は
、
民
衆
の
た
め
に
は
何
も
の
を
も
、
結
び
つ
け
は

し
な
か
っ
た
の
だ
。」

　

し
か
し
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
自
然
の
名
も
な
き
草
花
に
、
ま
た
夕
映
え
の
美
し
さ
に
幼
き
わ
が
児
と
共
に
、
感
動
す
る
母
心
こ

そ
、
愛
し
き
わ
が
児
の
心
の
奥
底
に
美
し
さ
へ
の
知
的
な
心
を
、
芽
生
え
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
こ
の
母
の
無
心
な
、
自
然
な

ふ
る
ま
い
こ
そ
が
、
わ
が
児
の
心
を
豊
か
に
す
る
の
だ
。
母
親
の
み
ど
り
児
に
対
す
る
最
も
大
切
な
《
教
育
力
》
な
の
だ
。
こ
う
し

た
、
無
意
識
の
う
ち
の
母
親
の
振
る
舞
い
こ
そ
が
、
も
っ
と
も
大
切
な
人
間
教
育
の
原
点
な
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
が
、
母
親
の
わ
が
み
ど

り
児
を
抱
き
教
え
る
自
然
の
姿
な
の
で
あ
る
。
単
な
る
直
観
を
《
術
》
に
ま
で
高
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
。「
無
力
で
無
教
養
な
母
親

た
ち
が
、
そ
の
腕
に
抱
き
か
か
え
た
み
ど
り
児
に
対
し
て
、
花
を
示
し
、
鳥
を
示
し
、
家
具
や
道
具
を
示
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
も
の

の
唱
え
た
り
す
る
と
き
、
た
と
え
母
親
自
身
は
気
づ
い
て
い
な
く
と
も
、
自
然
は
彼
女
を
通
し
て
、
実
に
多
く
の
こ
と
を
行
っ
て
い

る
。
自
然
は
子
ど
も
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
世
界
を
開
示
す
る
。
子
ど
も
が
そ
の
五
官
を
働
か
せ
る
の
だ
。」
こ
の
第
一
〇

の
書
簡
に
つ
い
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
愛
弟
子
の
ド
ゥ
・
ガ
ン
（Roger de Guim

ps, 1812-1894

）
は
次
の
よ
う
に
こ
の
書
簡
の

意
図
を
述
べ
て
い
る
。

（　

）
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「
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
こ
の
よ
う
に
し
て
身
体
的
領
域
や
、
道
徳
的
領
域
に
お
い
て
も
、
直
接
的
経
験
的
な
《
知
覚
》
を
唱
え
る
の

で
あ
る
。
直
観
的
観
念
は
、
こ
の
知
覚
か
ら
直
接
結
果
す
る
観
念
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
記
述
・
説
明
・
定
義
は
、
児
童
に
既
に
獲
得
さ

れ
て
い
る
直
観
的
観
念
に
基
礎
を
も
た
な
け
れ
ば
、
児
童
の
精
神
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
子
ど

も
の
認
識
に
お
け
る
《
直
観
》
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
第
一
〇
の
書
簡
の
冒
頭
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。｢

友
よ
、
教
育
指
導
（U

nterricht

）

の
出
発
点
と
し
て
の
《
直
観
（A

nschaunung

）》
と
、
あ
ら
ゆ
る
《
形
（Form

en

）》
の
関
係
に
つ
い
て
の
理
論
で
あ
る
《
直
観
の

術
（A

nschauungskunst
）》
と
は
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。」、
直
観
は
教
授
の
唯
一
の
基
礎
で
あ
り
、
長
い
間
教
育
の

世
界
で
は
完
全
に
無
視
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
印
刷
術
の
発
明
後
、
人
び
と
は
書
物
の
役
割
と
力
を
お
か
し
な
ほ
ど
誇
張
し
て
き

た
。
教
授
の
た
め
に
は
書
物
以
外
の
も
の
は
何
も
見
ず
用
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
親
友
ゲ
ス
ナ
ー
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

　
「
母
親
は
、
子
ど
も
た
ち
を
膝
に
抱
き
あ
げ
る
瞬
間
か
ら
、
そ
の
子
を
教
え
る
の
だ
。
つ
ま
り
母
親
は
自
然
が
ば
ら
ば
ら
に
、
遠
く

引
き
離
し
て
、
混
乱
し
た
ま
ま
の
状
態
で
子
ど
も
に
示
し
て
い
る
一
切
の
も
の
を
、
子
ど
も
の
感
覚
に
近
寄
せ
、
そ
し
て
、
直
観
の
働

き
を
、
そ
れ
に
伴
う
認
識
そ
の
も
の
が
、
子
ど
も
に
と
っ
て
簡
単
で
、
楽
し
く
、
魅
力
的
で
あ
る
よ
う
に
し
て
や
る
の
あ
る
。
無
力

で
、
無
教
養
な
（ungebildet

）、
な
ん
ら
指
導
も
援
助
も
受
け
ず
に
自
然
に
従
う
母
親
は
、
無
邪
気
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
自
分
で

や
っ
て
い
る
こ
と
が
何
か
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
の
だ
。
彼
女
は
教
え
よ
う
な
ど
と
考
え
ず
、
た
だ
子
ど
も
を
安
心
さ
せ
、

子
ど
も
の
相
手
を
し
て
や
ろ
う
と
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
母
親
は
い
た
っ
て
純
粋
素
朴
な
高
尚

な
歩
み
を
、
自
然
が
彼
女
を
通
じ
て
何
を
為
し
て
い
る
か
を
知
ら
ず
に
進
ん
で
い
る
の
だ
。
そ
う
し
て
自
然
は
母
親
を
通
じ
て
本
当
に

多
く
の
こ
と
を
な
す
の
だ
。
自
然
は
子
ど
も
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
世
界
を
開
示
す
る
の
だ
。
子
ど
も
が
そ
の
五
官
を
働
か

（　

）
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せ
る
よ
う
に
、
子
ど
も
の
注
意
力
や
直
観
能
力
を
早
く
か
ら
発
達
さ
せ
る
よ
う
に
、
自
然
は
取
り
計
ら
う
の
だ
。」

　

さ
ら
に
続
け
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
わ
れ
わ
れ
に
無
心
な
母
親
の
わ
が
子
に
対
す
る
秘
め
ら
れ
た
る
教
育
力
を
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。

　
「
い
ま
、
も
し
自
然
の
こ
の
崇
高
な
歩
み
が
利
用
で
き
た
ら
、･･･

も
し
、
母
親
た
ち
の
心
が
み
ど
り
児
に
対
し
て
盲
目
的
な
自
然

衝
動
に
駆
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
自
然
の
仕
事
を
援
助
す
る
こ
と
の
技
術
の
お
か
げ
で
、
成
長
し
て
ゆ
く
子
ど
も
に
対
し
、
衝
動
で
は

な
く
自
由
な
理
性
に
従
っ
て
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
な
ら
ば
、････

子
ど
も
た
ち
が
そ
の
本
質
的
な
仕
事
を
立
派

に
処
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
涯
を
通
じ
て
内
心
の
満
足
に
到
達
で
き
る
た
め
に
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
す
べ
て
の
能
力
を
、
そ
れ
ぞ

れ
の
子
ど
も
た
ち
の
境
遇
や
環
境
に
結
び
付
け
て
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
人
類
を
、
ど
の
よ
う
な

状
況
に
あ
る
に
も
せ
よ
人
類
の
一
人
ひ
と
り
を
、
不
幸
な
境
遇
の
多
く
の
困
難
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
不
遇
な
時
期
の
あ
ら
ゆ
う
る
災

い
の
最
中
に
あ
っ
て
も
、
静
か
な
、
落
ち
着
い
た
満
足
な
生
活
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
大
き
な
、
実
に
大
き
な
寄
与
を
し
て
や

る
こ
と
が
い
か
に
容
易
に
な
る
だ
ろ
う
！
」
と
。

（
二
）
直
観
を
《
術
》
に
ま
で
高
め
る

　
《
直
観
》
そ
の
も
の
を
《
術
（K

unst

）》
に
ま
で
高
め
る
た
め
に
は
、
認
識
の
三
つ
の
基
本
的
部
門
で
あ
る
形
（Form

）、
数

（Zahl

）、
語
（W

ort

）
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
内
面
に
深
く
認
識
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
教
育
の
技
術
を
評
価
す
る
場
合

に
は
、
当
然
、
そ
の
《
術
（K

unst

）》
の
成
果
が
問
題
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

｢

人
類
の
発
展
に
お
け
る
自
然
の
歩
み
は
、
ま
っ
た
く
普
遍
で
あ
る
。･･･

優
れ
た
教
育
方
法
は
二
つ
と
な
い
。･･･

正
し
い
教
育
方

法
は
一
つ
在
る
の
み
で
あ
る
。････

私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
ど
ん
な
方
法
で
あ
れ
、
そ
の
方
法
の
内
面
的
な
価
値
の
尺
度
を
示
す
唯

（　

）
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一
つ
の
証
拠
は
、《
人
間
ら
し
い
能
力
（M

enschenkraft

）》
と
《
母
親
の
よ
う
な
心
（M

uttersinn

）》
が
、
人
間
ら
し
い
能
力
と

母
親
の
よ
う
な
知
恵
が
育
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
生
徒
の
額
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
方
法
は
、
他
に
ど
ん
な
良
い

点
が
あ
ろ
う
と
も
、
私
は
そ
れ
を
非
難
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。･･･｣

　

こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
『
隠
者
の
夕
暮
』
に
お
い
て
明
確
に
述
べ
て
い
た
普
遍
的
な
人
間
陶
冶
の
理
想
が
、
こ
こ
で
も
強
く
主
張
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

（
三
）
術
（K

unst

）
と
人
間
の
能
力
の
発
達

　

教
育
の
術
が
、
理
想
と
す
る
こ
と
は
言
葉
の
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
け
る
人
間
を
育
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
想
を
達
成
す
る

た
め
に
は
、《
術
（K

unst

）》
は
、
自
然
の
永
遠
の
法
則
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
術
は
、
人
間
を
対
象
と
し
て

見
つ
め
、
た
ん
な
る
直
観
か
ら
明
晰
な
概
念
に
、
至
ら
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
の
感
性
的
認
識

を
理
性
的
認
識
に
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
の
が
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
考
え
る
《
術
》
の
目
的
で
あ
り
、《
術
》
の
本
質
で
あ
っ
た
。

　

彼
は
人
間
の
諸
能
力
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
と
、
概
念
を
明
晰
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
す
べ
て
の
《
術
（K

unst

）》
の
目
的
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
明
晰
な
概
念
が
人
間
性
の
本
質
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
て

い
た
。

　

｢

子
ど
も
に
と
っ
て
の
明
晰
な
概
念
と
い
う
の
は
、
子
ど
も
自
身
の
経
験
に
よ
っ
て
十
分
に
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
い
く
ら

経
験
に
訴
え
て
も
、
も
う
そ
れ
以
上
説
明
の
仕
様
が
な
い
よ
う
な
、
そ
ん
な
概
念
に
限
ら
れ
る
。｣

　

要
す
る
に
、
子
ど
も
を
《
明
晰
な
概
念
》
に
ま
で
導
く
に
は

　
（
一
）
ど
ん
な
能
力
が
、
ど
ん
な
順
序
で
育
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

（　

）
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（
二
）
そ
の
能
力
は
、
ど
ん
な
順
序
で
教
材
を
選
択
し
配
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
か
、

　
（
三
）
子
ど
も
の
直
観
の
成
熟
度
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
。

　

こ
の
三
点
か
ら
の
考
察
が
必
要
だ
と
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
述
べ
て
い
る
。

　
　

第
一
は
、
子
ど
も
の
認
識
能
力
の
発
達
に
、

　
　

第
二
は
、
教
材
の
選
択
及
び
配
列
に
、

　
　

第
三
は
、
子
ど
も
の
レ
デ
ィ
ネ
ス
で
あ
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
こ
の
よ
う
に
問
題
を
捉
え
た
う
え
で
、
直
観
を
欠
く
言
語
叙
述
の
氾
濫
を
現
代
の
病
癖
で
あ
る
と
し
て
、
人
間

の
復
権
の
た
め
に
は
、
直
観
が
成
熟
し
て
お
の
ず
か
ら
明
晰
な
概
念
に
結
実
す
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
、
と
考
え
た
。

　

彼
が
言
う
と
こ
ろ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、

　
（
一
）
個
々
の
対
象
の
直
観

　
（
二
）
そ
の
対
象
へ
の
命
名

　
（
三
）
対
象
の
諸
属
性
を
記
述
す
る
能
力

　
（
四
）
対
象
の
諸
属
性
を
明
瞭
に
す
る
能
力
、
も
し
く
は
そ
れ
を
定
義
す
る
能
力

　

こ
う
し
た
、
プ
ロ
セ
ス
を
確
実
の
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
観
は
子
ど
も
た
ち
の
心
に
深
く
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
人
間
の
陶
冶
が
混
乱
に
墜
ち
い
た
り
、
飛
躍
し
た
り
、
あ
る
い
は
皮
相
の
も
の
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
の
優
れ
た
手

段
は
、
我
々
の
認
識
の
本
質
的
な
対
象
の
最
初
の
印
象
と
言
う
も
の
を
、
子
ど
も
た
ち
が
始
め
て
、
そ
れ
を
直
観
す
る
と
き
、
子
ど
も
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た
ち
の
感
性
に
、
出
来
る
だ
け
明
確
に
、
正
確
に
、
か
つ
包
括
的
に
与
え
よ
う
と
す
る
配
慮
に
、
主
と
し
て
基
づ
く
の
だ
。《
み
ど
り

児
》
が
ま
だ
揺
り
籠
に
い
る
こ
ろ
か
ら
、
我
々
人
類
の
指
導
を
、
盲
目
的
で
気
ま
ぐ
れ
な
自
然
の
手
か
ら
引
き
離
し
、
わ
れ
わ
れ
が
幾

千
年
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
自
然
の
法
則
の
本
質
に
つ
い
て
描
き
だ
し
た
と
こ
ろ
の
、
よ
り
優
れ
た
力
の
手
に
し
始
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。」
と
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
述
べ
て
い
る
。

第
一
一
の
書
簡･･･
知
育
論
の
総
括
、（
そ
の
三
）
反
省
と
残
さ
れ
た
課
題

　

第
九･

一
〇･

一
一
の
書
簡
で
は
直
観
の
意
義
を
中
心
に
知
育
論
を
総
括
し
て
い
る
。

　

第
一
〇
の
書
簡
の
最
後
に
お
い
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
彼
の
《
術
（K

unst

）》
の
探
究
が
成
功
を
収
め
た
こ
と
を
強
調
し
な
が

ら
、
や
が
て
そ
れ
が
克
服
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
こ
と
を
も
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
彼
自
身
の
仕
事
の
限
界
を
指
摘
し
、
こ
の
仕
事
に

つ
い
て
の
彼
自
身
の
評
価
を
下
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
内
省
力
の
強
い
人
で
あ
っ
た
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
人
柄
を
、

あ
ら
わ
し
て
い
る
書
簡
で
あ
る
。

　

第
一
一
の
書
簡
の
冒
頭
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
愛
す
る
友
よ
！　

私
が
こ
の
前
の
手
紙
の
最
後
に
述
べ
た
言
葉
は
重
要
な
も
の
だ
。
だ
か
ら
私
は
今
日
さ
ら
に
言
わ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。・
・
・
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
教
授
の
目
的
の
た
め
の
人
為
的
な
指
導
（K

unst

）
は
、
感
性
的
な
自
然
の
歩
み
を
、
私
の

教
授
の
目
的
に
合
う
よ
う
に
単
純
化
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
私
の
目
的
に
叶
う
も
っ
と
優
れ
た
手
段
が
あ
り
得
る
。

こ
の
よ
う
に
洗
練
さ
れ
た
感
性
的
な
自
然
の
歩
み
を
高
度
に
完
成
さ
せ
る
こ
と
、
純
粋
な
悟
性
の
歩
み
、
こ
の
目
的
の
た
め
の
純
粋
な

悟
性
の
陶
冶
が
可
能
な
の
だ
。
直
観
の
な
か
に
あ
ら
ゆ
る
不
確
か
な
も
の
を
、
き
わ
め
て
明
確
な
真
理
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
、
私
の

本
性
（N

atur

）
に
と
っ
て
可
能
の
こ
と
だ
。
直
観
そ
の
も
の
を
、
直
観
に
お
け
る
単
に
感
性
的
な
も
の
の
不
確
さ
か
ら
引
き
離
し
て
、
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私
の
本
質
の
最
高
の
力
の
作
品
に
、
す
な
わ
ち
悟
性
の
作
品
に
高
め
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
私
の
本
性
（N

atur

）
に
と
っ
て
可
能
な

こ
と
だ
。

　

自
然
の
手
に
あ
る
高
尚
な
術
（K

unst

）
は
、
未
開
人
た
ち
の
生
き
生
き
と
し
た
直
観
の
力
に
た
だ
感
性
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
付
加
す

る
だ
け
で
な
く
て
、
理
性
の
力
を
も
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
生
き
生
き
し
た
直
観
の
力
を
ふ
た
た
び
蘇
ら
せ
て
、
し

か
も
そ
れ
を
人
類
の
最
も
崇
高
な
教
え
、
ま
っ
た
く
誤
る
こ
と
の
な
い
真
理
の
教
え
に
、
結
び
付
け
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
。」

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
ま
ず
、
自
分
の
方
法
は
感
性
的
な
自
然
の
歩
み
を
、
教
授
の
目
的
に
叶
う
よ
う
に
洗
練
し
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
感
性
的
な
自
然
の
歩
み
の
洗
練
化
は
、
さ
ら
に
洗
練
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
な
悟
性
の
歩
み
と
な

り
、
人
間
を
真
理
の
認
識
に
至
ら
し
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
方
法
（
術
）
が
感
性
的
認

識
か
ら
理
性
的
認
識
へ
の
高
ま
り
を
可
能
に
す
る
方
法
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

そ
の
こ
と
の
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
彼
は
、
正
方
形
を
直
観
の
理
論
の
基
礎
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
「
愛
す
る
友
よ
！　

私
の
生
涯
が
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
私
が
正
方
形
を
直
観

の
理
論
の
基
礎
に
ま
で
高
め
た
、
と
言
う
こ
と
だ
。
こ
う
言
う
直
観
の
理
論
を
、
民
衆
は
い
ま
だ
か
っ
て
持
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の

だ
。
私
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
我
々
の
認
識
の
基
礎
に
一
連
の
人
為
的
手
段
を
整
え
た
。
こ
う
し
た
人
為
的
な
手
段
の
系
列
は
、
そ
れ

ま
で
、
こ
の
認
識
の
基
礎
に
依
存
す
る
教
育
方
法
の
手
段
で
あ
る
と
こ
ろ
の
《
言
語
》
と
《
数
》
と
だ
け
が
も
っ
て
い
た
が
、
認
識
の

基
礎
そ
の
も
の
に
は
、
こ
の
よ
う
な
人
為
的
な
手
段
の
系
列
が
欠
け
て
い
た
。
私
は
、
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
直
観
と
判
断
、
感
性
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
と
純
粋
な
悟
性
の
歩
み
と
を
互
い
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
し
て
私
は
、
こ
の
方
法
で
、
種
々
雑
多
な
個
別
の
真

理
の
錯
綜
を
整
理
し
て
、
教
授
（
教
育
方
法
）
を
真
理
に
基
づ
く
も
の
へ
と
立
ち
返
ら
せ
た
。」

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
自
分
の
方
法
が
少
な
く
と
も
そ
の
根
拠
に
お
い
て
絶
対
無
謬
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
。
そ
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れ
は
理
論
や
判
断
以
前
の
、
い
わ
ば
公
理
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
自
然
の
必
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
物
理
的
な
認
識

の
機
構
の
法
則
に
教
育
の
術
（K

unst

）
を
基
づ
か
せ
よ
う
と
言
う
彼
の
考
え
方
自
体
に
誤
り
の
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
だ
け
で

あ
っ
て
、
彼
が
自
然
の
機
構
の
法
則
な
ど
、
す
べ
て
を
知
り
尽
く
し
た
な
ど
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
驚

く
ほ
ど
謙
虚
で
あ
り
、
彼
の
真
摯
な
人
柄
が
次
の
「
友
よ
！
」
の
言
葉
の
な
か
に
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
自
己
の
生
涯
を
振
り
返
っ
て

い
る
。

　
「
次
の
よ
う
に
言
っ
て
も
そ
れ
は
私
の
魂
の
潜
越
で
は
な
い
。
私
は
生
涯
を
通
じ
て
、
私
の
愛
す
る
民
衆
ま
た
私
ほ
ど
民
衆
と
そ
の

悲
惨
を
共
に
し
た
も
の
は
少
な
い
が
ゆ
え
に
、
私
ほ
ど
そ
の
悲
惨
を
実
感
し
て
い
る
者
は
少
な
い
民
衆
、
こ
の
民
衆
を
救
う
こ
と
以
外

に
は
何
も
望
ま
な
か
っ
た
し
、
今
も
望
ま
な
い
の
だ
。・
・
・
私
は
私
自
身
に
腹
を
立
て
な
が
ら
、
ま
た
民
衆
（V

olks

）
と
私
の
家

族
（M

einigen

）
と
の
惨
め
さ
に
絶
望
し
な
が
ら
、
墓
に
沈
ん
で
い
っ
た
違
い
な
い
。｣

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
自
己
の
生
涯
を
深
く
自
己
反
省
を
し
つ
つ
、
自
己
のU

nterricht

（
方
法
）
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
根
本

に
お
い
て
絶
対
に
無
謬
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
民
衆
の
不
幸
を
救
お
う
と
い
う
大
き
な
願
望
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
為
に
是
非
と
も
必
要
な
才
能
の
多
く
を

欠
い
て
い
た
自
己
自
身
の
無
能
さ
を
正
直
に
告
白
し
、
も
し
、
ブ
ー
ス
（Buβ

）
や
、
ク
リ
ュ
ー
ズ
ィ
（K

rüsi

）
や
、
と
ト
ー
ブ
ラ
ー

（T
obler

）
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
、
自
分
の
理
論
が
こ
の
よ
う
に
結
実
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
し

て
、
そ
の
幸
運
を
次
の
よ
う
に
、
神
に
感
謝
し
て
い
る
。

　
「
友
よ
！　

今
し
ば
ら
く
、
自
分
の
行
い
と
目
的
と
を
忘
れ
、
私
が
、
自
分
は
ま
だ
生
き
て
い
る
の
だ
、
し
か
も
生
き
て
い
る
の
は

も
は
や
私
で
は
な
い
の
だ
、
と
私
に
迫
っ
て
く
る
憂
愁
の
情
に
身
を
任
せ
る
こ
と
を
許
し
て
欲
し
い
。
私
は
一
切
を
失
っ
た
。
私
は
自

分
自
身
を
も
失
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
よ
（o H

err!

）、
あ
な
た
は
私
の
生
涯
の
願
望
を
私
の
心
に
保
持
さ
せ
て
下
さ
っ
た
。
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そ
し
て
、
自
ら
に
定
め
ら
れ
た
道
を
踏
み
は
ず
し
た
幾
千
も
の
人
々
の
目
的
は
、
彼
ら
と
私
の
目
の
前
で
打
ち
砕
い
た
の
に
、
私
の
苦

悩
に
充
ち
た
目
的
は
、
私
の
目
の
前
で
打
ち
砕
き
給
わ
な
か
っ
た
。

　

主
よ
！　

あ
な
た
は
私
の
生
涯
の
事
業
を
、
私
の
破
滅
の
最
中
（m
itten

）
で
す
ら
、
保
た
し
め
、
絶
望
の
な
か
で
消
え
果
て
よ
う

と
し
て
い
る
私
の
老
い
の
日
々
に
、
な
お
夕
映
え
の
光
を
投
じ
、
そ
の
美
し
い
輝
き
で
私
の
生
涯
の
悲
し
み
を
癒
し
て
下
さ
っ
た
。

　

主
よ
！　

あ
な
た
が
、
私
に
示
さ
れ
た
《
慈
愛
（der Barm

herzigkeit

）》
に
も
《
誠
実
（der T

reue

）》
に
も
値
す
る
も
の
で

は
な
い
。

　

主
は
、
あ
な
た
だ
け
は
踏
み
に
じ
ら
れ
た
こ
の
虫
け
ら
を
も
、
な
お
哀
れ
ま
れ
た
。
あ
な
た
だ
け
が
踏
み
付
け
ら
れ
た
葦
を
も
折
ら

な
か
っ
た
。

　

主
よ
、
あ
な
た
だ
け
が
、
消
え
か
け
た
灯
心
を
消
し
て
し
ま
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
あ
な
た
は
私
が
死
に
至
る
ま
で
、
私
が
幼

少
の
こ
ろ
か
ら
、
世
の
中
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
人
々
の
た
め
に
献
げ
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
つ
い
に
献
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
犠

牲
か
ら
、
眼
差
し
を
そ
ら
さ
な
か
っ
た
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
自
分
が
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
苦
難
に
充
ち
た
生
涯
を
顧
み
て
、
彼
は
た
だ
自
己
の
い

た
ら
な
さ
、
罪
の
深
さ
を
反
省
し
、
神
の
救
い
の
偉
大
さ
に
頭
を
垂
れ
る
の
だ
っ
た
。

　

以
上
で
、
本
書
の
主
要
部
分
は
終
わ
る
が
、
し
か
し
、
彼
は
《
知
育
論
》
の
み
で
も
っ
て
本
書
を
終
わ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

《
知
る
こ
と
の
指
導
》（
知
識
の
陶
冶
）
に
つ
い
て
考
え
た
が
、
次
に
は
、《
為
す
こ
と
の
指
導
》（
技
術
の
陶
冶
）
に
つ
い
て
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。《
為
す
こ
と
》
と
は
、
具
体
的
に
は
、《
働
く
こ
と
》（
仕
事
を
す
る
こ
と
）
と
《
徳
の
実
践
》
で
あ
る
。
第
一

二
の
書
簡
で
は
、
技
術
の
教
育
を
扱
い
、
第
一
三･

一
四
の
書
簡
で
は
、
道
徳･

宗
教
の
教
育
に
つ
い
て
論
究
し
て
い
る
。
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第
一
二
の
書
簡
～
補
講

（
一
）
知
識
と
技
能
の
問
題

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
彼
の
論
究
の
原
点
に
立
ち
戻
っ
て
、
次
の
よ
う
な
設
問
を
設
定
し
て
い
る
。

　

｢

私
は
、
私
の
問
題
の
経
験
的
な
探
究
に
お
い
て
、
何
ら
既
成
の
学
説
か
ら
は
出
発
し
な
か
っ
た
。
私
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
何
も

知
ら
な
か
っ
た
。
私
は
た
だ
単
純
に
自
問
し
た
。
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
最
も
大
切
な
事
柄
を
立
派
に
果
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
内
心
の
満
足
を
味
わ
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
《
知
識
（K

enntnisse

）
と
技
能

（Fertigkeiten

）》
と
を
、
あ
ま
す
こ
と
な
く
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
よ
い
か
。｣

　

こ
れ
が
彼
の
設
問
で
あ
っ
た
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
子
ど
も
に
対
す
る
知
識
の
陶
冶
に
ふ
れ
た
だ
け
で
、
技
能
の
陶
冶

に
つ
い
て
は
、
充
分
に
触
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
知
識
の
陶
冶
に
つ
い
て
答
え
た
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
っ
た
。
感
性
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
必
要
や
欲
求
を
も
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
充
足
し
な
け
れ
ば
内
心
の
満

足
に
到
達
で
き
な
い
。
だ
か
ら
人
間
は
自
己
の
自
然
本
性
の
必
要
や
欲
求
を
知
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
充
た
す
実
践
行
為
に
習
熟
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
《
技
能
の
陶
冶
》
も
ま
た
、
知
識
の
陶
冶
と

同
じ
く
人
間
の
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
法
則
に
従
っ
て
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
こ
の
重
要
な
技
能
の
陶
冶
が
、
や

は
り
民
衆
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
人
間
が
内
心
の
満
足
に
達
す
る
た
め
に
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
技
能
は
、
何
か
。《
技
能
を
欠
く
知
識
》
こ
そ
単

な
る
知
識
の
注
入
で
あ
り
、《
知
は
生
き
る
力
》
に
な
り
得
な
い
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
け
る
教
育
制
度
（U

nterrichtsw
esen

）
の
大
き
な
欠
陥
に
つ
い
て
、
こ

う
指
摘
し
て
い
る
。

（　

）
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｢

《
技
能
を
欠
い
た
知
識
こ
そ
》
こ
そ
、
お
そ
ら
く
悪
魔
が
こ
の
時
代
に
贈
っ
た
最
も
恐
る
べ
き
贈
り
物
だ｣

と
、
そ
し
て
ペ
ス
タ

ロ
ッ
チ
ー
は
言
う
。

　
「
感
性
的
な
人
間
よ
（Sinnenm

ensch

）
！　

あ
な
た
は
多
く
の
も
の
を
必
要
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
欲
求
す
る
存
在
だ
。
こ
れ

を
充
た
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
感
性
的
人
間
は
、
何
を
、
い
か
に
し
て
求
め
べ
き
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ま

た
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
欲
求
や
必
要
を
充
た
す
た
め
の
実
行
行
為
が
出
来
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
思
考
（D

enken
）･

知
識
と
行
動
（H

andeln

）･

技
能
は
、
ち
ょ
う
ど
小
川
（Bach

）
と
泉
（Q

uelle

）
と
の
よ
う
に
、
ま
た
、

車
の
両
輪
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。」
と
、
理
論
と
実
践
の
統
一
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。

（
二
）
技
能
陶
冶
の
欠
如
・
・（
生
き
る
力
の
教
育
の
欠
如
）

　
「
民
衆
に
と
っ
て
は
、
こ
の
内
心
の
満
足
に
達
す
る
為
に
必
要
な
技
能
の
教
育
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
人
殺
し
（
戦
争
）
の
為
の

技
能
は
別
と
し
て
、
こ
の
彼
ら
に
と
っ
て
必
要
な
技
能
の
た
め
の
公
的
陶
冶
を
ま
っ
た
く
受
け
て
い
な
い
。」

　

と
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
指
摘
し
、
公
的
陶
冶
が
実
施
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
民
衆
の
幸
福
に
と
っ
て
ど
ん
な
に
役
立
っ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
か
と
、
彼
は
嘆
い
て
い
る
。

　

し
か
し
、
政
治
に
こ
れ
を
期
待
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
「
寡
婦
や
孤
児
か
ら
パ
ン
を
奪
い
さ
る
よ
う
に
、
閨
閥
主
義
の
為
に
、
民
衆
に
宗
教
上
の
賦
課
を
課
し
、
民
権
否
定
の
た
め
に
は
世

俗
的
賦
課
を
課
し
、
両
者
と
も
に
公
共
の
幸
福
、
つ
ま
り
、
一
方
は
魂
の
救
済
（Seelenheil

）、
他
方
は
現
世
の
幸
福
（zeitliches 

Glück

）
の
た
め
に
、
公
共
の
幸
福
（öffentliche W

ohl

）
と
い
う
こ
と
を
看
板
に
し
た
の
だ
。
実
際
に
は
、
両
者
は
民
衆
の
魂
の
救

済
に
も
、
現
世
の
幸
福
に
も
、
本
質
的
に
反
対
の
結
果
を
生
ん
だ
の
だ
。」

（　

）
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さ
ら
に
、「
民
衆
を
救
う
べ
き
立
場
に
あ
る
政
治
家
た
ち
は
、
民
衆
の
幸
福
に
つ
い
て
考
え
る
ど
こ
ろ
か
、
全
く
正
反
対
の
こ
と
を

や
っ
て
い
る
。
厩
に
い
る
と
き
、
犬
や
猫
の
そ
ば
に
い
る
と
き
、
彼
ら
の
多
く
は
人
間
ら
し
く
ふ
る
ま
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
民
衆

に
対
し
て
、
彼
ら
は
人
間
的
に
接
し
て
い
な
い
。
民
衆
に
対
し
て
彼
ら
の
多
く
は
、
人
間
で
は
在
り
え
な
い
。
彼
ら
は
、
民
衆
に
対
す

る
温
か
い
心
と
言
う
も
の
を
全
く
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
だ
。｣

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
ん
な
に
ま
で
親
心
を
失
っ
て
い
る
当
時
の
政
治
家
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
彼
は
、
民
衆
の
生
活
権
を

保
障
す
る
《
技
能
の
陶
冶
》
に
つ
い
て
全
く
考
慮
し
な
い
ま
ま
、
民
衆
か
ら
の
収
奪
の
み
を
考
え
て
い
る
政
治
的
権
力
の
反
人
間
性
に

我
慢
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
当
時
の
政
治
的
状
況
に
対
す
る
洞
察
の
鋭
さ
、
問
題
把
握
の
的
確
さ
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
三
）
技
能
の
Ａ
Ｂ
Ｃ･･･

基
礎
陶
冶
の
指
摘

　

技
能
を
熟
達
さ
せ
る
た
め
の
陶
冶
は
、
技
能
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
基
づ
か
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
単
純
な
技
能
か
ら
、
最
も
複
雑
な
技
能

へ
と
、
し
か
も
確
実
に
、
進
歩
を
遂
げ
さ
せ
る
よ
う
な
訓
練
の
方
法
が
工
夫
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
、
こ

の
技
能
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
は
求
め
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
し
、
発
見
さ
れ
て
も
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
技
能
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
が
、
最
も
複
雑
な
人
間
の
技
能
の
根
本
ま
で
も
含
む
身
体
能
力
の
最
も
単
純
な
表
現
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。

　

打
つ
、
担
う
、
投
げ
る
、
突
く
、
引
く
、
回
す
、
ね
じ
る
、
振
る
、
と
い
う
な
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
能
力
の
最
も
良
く
眼
に

（　

）
 95



64

武蔵大学人文学会雑誌　第 44 巻第 1・2 号

つ
く
単
純
な
表
現
で
す
。
こ
れ
ら
の
動
作
は
、
本
質
的
に
違
っ
て
い
て
も
、
し
か
し
、
ど
れ
も
共
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
に
、
人
間

の
職
業
の
基
礎
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
技
能
の
基
本
を
含
み
こ
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
、
技
能
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
が
、
技
能
一
般
に
つ

い
て
の
、
早
期
か
ら
の
心
理
学
的
に
整
え
ら
れ
た
訓
練
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
だ
。｣

　

し
か
し
、
現
実
に
は
こ
の
よ
う
な
技
能
の
訓
練
を
当
時
の
学
校
教
育
に
期
待
す
る
こ
と
は
、
期
待
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ペ
ス

タ
ロ
ッ
チ
ー
は
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。

　

当
時
の
学
校
は
、
す
べ
て｢

綴
り
字
学
校｣

｢

書
方
学
校｣

｢

書
物
学
校｣

｢

協
議
問
答
学
校｣

で
、
そ
れ
も
上
流
階
級
の
た
め
の
学

校
で
あ
っ
て
、
庶
民
の
た
め
の
《
人
間
教
育
の
た
め
の
学
校
》
で
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
技
能
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
は
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
そ
の
在
り
方
を
模
索
す
る
の
で
あ
る
。

　

｢

技
能
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
（der M

echanism
us der Fertigkeiten

）
と
認
識
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
（m

it dem
 M

echanism

）
と
完
全

に
同
じ
歩
み
を
す
る
と
考
え
て
い
た
。｣

　

し
か
も
技
能
の
学
習
は
、
認
識
の
学
習
に
比
較
し
て
、
そ
の
性
質
上
、
よ
り
積
極
的
、
自
己
活
動
的
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子

ど
も
の
性
格
や
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
状
況
（
家
庭
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
子
ど
も
の
身
に
つ
け
る
技
能
の
特
性
や
そ
の
用
い
方
を
決
め

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
四
）
徳
の
感
性
的
基
礎
と
し
て
の
技
能
・
・
・
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
基
本
的
考
え
方

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
こ
で
技
能
の
陶
冶
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
重
要
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

　

｢

認
識
能
力
の
育
成
は
、
直
観
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
か
ら
出
発
し
て
、
子
ど
も
を
明
晰
な
概
念
へ
、
さ
ら
に
そ
れ
の
言
語
的
表
現
で
あ
る
定
義

（　

）
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へ
と
子
ど
も
を
導
く
と
言
う
仕
方
で
行
わ
れ
た
。《
技
能
の
陶
冶
》
も
こ
れ
と
同
様
に
、
指
導
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
か
ら
出
発
し
て
「
わ
れ
わ
れ

人
類
の
生
活
上
の
諸
義
務
（
知
と
徳
）
が
要
求
し
て
い
る
諸
能
力
や
諸
技
能
の
感
性
的
な
完
成
、
不
動
の
習
熟
へ
、
つ
ま
り
《
徳
》
に

ま
で
」
子
ど
も
を
導
か
ね
ば
な
ら
ぬ｣

と
。
要
す
る
に
、
こ
こ
が
重
要
で
あ
る
が
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
技
能
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
は
、
技
能
の

完
成
へ
、
基
準
の
体
得
へ
、
つ
ま
り
《
徳
の
習
熟
》
へ
と
子
ど
も
た
ち
を
導
く
こ
と
の
大
切
さ
を
主
張
し
て
い
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
道
徳
教
育
の
基
本
的
考
え
方
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

　
《
知
的
陶
冶
》
に
お
い
て
、
定
義
を
《
直
観
》
に
先
行
さ
せ
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
、《
道
徳
的
陶
冶
》
に
お
い
て
も
、

《
徳
の
説
明
》
を
《
徳
の
習
熟
》
に
先
行
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。《
技
能
》
は
徳
の
感
性
的
基
礎
で
あ
る
と
、
述
べ
て
い
る
。
こ
の

考
え
方
は
道
徳
教
育
に
お
い
て
道
徳
的
知
識
を
先
に
教
え
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
事
例
を
通
し
て
子
ど
も
た
ち
の
心
情
に
訴
え
る

こ
と
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
彼
は
、「
子
ど
も
が
彼
の
使
命
の
本
質
と
言
う
不
動
の
見
地
に
た
っ
て
も
、
ま
た
彼
の
境
遇
や
関
係
と
い
う
可
動
の
見
地

に
立
っ
て
も
、
彼
の
人
生
の
経
路
に
お
い
て
、
必
然
や
義
務
が
彼
に
課
す
る
こ
と
を
、
苦
も
な
く
や
り
遂
げ
る
よ
う
な
能
力
を
身
に
つ

け
る
よ
う
に
、
で
き
れ
ば
そ
れ
を
第
二
の
天
性
と
す
る
よ
う
に
導
く
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
？
」

　

と
言
う
問
題
で
あ
る
。
も
っ
と
具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、
子
ど
も
を
未
来
の
有
徳
な
父
・
母
に
育
て
上
げ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
と
言
う
問
題
に
答
え
る
た
め
の
糸
口
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
新
し
い
産
業
社
会
の
求
め
る
多
様
な
技
能
や
技
術
を
下
層
階
級

の
貧
し
い
子
ど
も
た
ち
に
身
に
つ
け
さ
せ
、
そ
の
生
活
を
安
定
さ
せ
て
や
る
た
め
の
配
慮
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
安
定
し
た
《
所
有
》
こ
そ
が
「
人
間
の
道
徳
の
本
来
の
源
泉
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

　

し
か
し
、「
愛
す
る
友
よ
！　

こ
の
解
決
の
詳
細
に
今
こ
こ
で
立
ち
入
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
別
な
機
会
に
そ
れ
を
残
し
て
置
こ
う
。」

と
述
べ
、
第
一
二
の
書
簡
を
終
わ
っ
て
い
る
。
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後
の
機
会
と
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
技
能
陶
冶
論
の
部
分
的
展
開
と
し
て
、
一
八
〇
七
年
の
『
体
育
論
』
で
結
実
し
て
い
る
。

七
、『
道
徳
性
・
宗
教
性
の
陶
冶
』

　

第
一
三
・
一
四
の
二
つ
の
書
簡
は
、
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
書
簡
は
人
間
に
お
け
る
道
徳
性
と
宗
教
性
の
発
達
と

そ
の
育
成
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
三
の
書
簡
か
ら
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

第
一
三
の
書
簡
・
・
・
道
徳
と
宗
教
の
教
育

　

子
ど
も
の
道
徳
お
よ
び
宗
教
の
教
育
を
論
じ
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
自
身
《
彼
の
全
教
育
体
系
の
要
石
》
と
呼
ん
で
い
る
部
分
で
あ

る
。

　
「
友
よ
！　

私
は
人
生
の
最
も
本
質
的
な
諸
技
能
を
得
さ
せ
る
た
め
の
陶
冶
が
依
拠
す
る
原
理
や
法
則
の
詳
細
な
点
に
、
こ
の
と
こ

ろ
や
や
深
く
入
り
込
み
す
ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
引
き
換
え
、
私
は
私
の
思
想
の
全
体
系
に
お
け
る
《
要
石
》
に
ふ
れ
ず
に
、

こ
の
書
簡
を
終
わ
る
つ
も
り
は
な
い
。」
と
述
べ
、
こ
の
書
簡
を
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
の
書
簡
で
は
《
知
育
》
に
つ
い
て
時
間
を
と
り
す
ぎ
た
が
、
彼
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の
は
、「
子
ど
も

た
ち
に
道
徳
及
び
宗
教
の
教
育
を
ど
う
す
る
か
が
最
も
大
切
な
課
題
で
あ
っ
た
。」
ま
ず
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
神
と
は
、
神
の
概
念
、

神
へ
の
帰
依
の
心
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
私
た
ち
人
間
の
心
に
生
起
す
る
の
か
を
考
え
た
。
そ
し
て
、
神
へ
の
愛
、
信
頼
、
感
謝
の

心
、
神
に
対
す
る
心
よ
り
、
ま
ず
、
人
間
へ
の
愛
、
信
頼
、
感
謝
の
心
、
及
び
人
間
に
対
す
る
従
順
の
心
が
育
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
し
て
人
間
の
本
性
の
な
か
に
育
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
、
彼
の
最
大
の
課
題
で

あ
っ
た
。
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（
一
）
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
課
題
・
・
・
道
徳
及
び
宗
教
の
教
育

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
自
問
し
て
い
る
。

　

｢
人
類
の
発
展
に
関
し
て
、
私
が
一
般
に
真
実
だ
と
認
め
た
諸
原
理
と
、《
敬
神
》
の
本
質
と
は
、
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。｣
と
自
問
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、｢

私
は
唯
一
の
神
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
私
が
《
神
を
愛
し
》《
神
を
信
頼
し
》

《
神
に
感
謝
し
》《
神
に
従
う
》
と
き
、
自
ら
を
神
の
腕
に
委
ね
て
、
自
分
が
幸
せ
だ
と
感
じ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
ど

う
し
て
お
こ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
。

　

ま
た
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
宗
教
観
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

　

｢

愛
と
信
頼
と
感
謝
と
の
感
情
、
な
ら
び
に
従
順
の
能
力
は
、
私
が
神
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
捧
げ
る
こ
と
が
出
来
る
以
前
に
、《
私

自
身
の
中
に
》
発
達
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
私
は
気
づ
く
の
だ
。」

　

そ
し
て
、
彼
は
道
徳
お
よ
び
宗
教
の
教
育
の
本
質
的
基
礎
が
、
乳
・
幼
児
期
に
お
け
る
《
母
と
そ
の
子
》
と
相
互
関
係
に
見
出
さ
れ

る
と
述
べ
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
母
の
愛
情
の
深
さ
に
よ
っ
て
、
幼
な
児
の
心
の
奥
底
に
愛
と
信
頼
と
感
謝
と
の
感
情
が
、
さ
ら
に
従

順
の
心
が
自
然
に
芽
生
え
育
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
自
問
自
答
し
て
い
る
。

　

｢

私
は
ど
の
よ
う
に
し
て
人
間
を
愛
し
、
人
間
を
信
頼
し
、
人
間
に
感
謝
し
、
人
間
に
従
順
に
な
る
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
？････

人

間
に
対
す
る
愛
、
人
間
に
対
す
る
感
謝
、
そ
し
て
人
間
に
対
す
る
信
頼
が
本
質
的
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
《
感
情
》、
な
ら
び
に
人
間
に

対
す
る
従
順
が
形
成
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
る
《
技
能
》
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
私
の
本
性
の
中
に
（in m

eine N
atur

）
生
じ
て

く
る
の
か
？
、
と
。･･･

そ
し
て
、
私
は
そ
れ
ら
が
主
と
し
て
、《
幼
な
児
と
母
》
と
の
関
係
か
ら
生
じ
て
く
る
こ
と
を
知
っ
た
。」

　

｢

母
は
わ
が
子
を
養
育
し
、
守
り
、
喜
ば
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
母
親
は
、
全
く
感
性
的
な
本
能
の
力
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
そ
う

す
る
の
だ
。････

こ
う
し
て
、
子
ど
も
の
心
の
中
に
《
愛
の
萌
芽
（der K

eim
 der Liebe

）》
が
成
長
し
て
く
る
。・
・
・
今
ま
で
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見
た
こ
と
も
な
い
対
象
物
が
目
の
前
に
現
れ
る
と
、
子
ど
も
は
び
っ
く
り
し
、
怖
が
っ
て
泣
き
出
す
。
母
親
は
子
ど
も
を
胸
に
し
っ
か

り
と
抱
き
し
め
、
あ
や
し
て
や
り
、
気
を
ま
ぎ
ら
し
て
や
っ
て
、
泣
き
止
ま
せ
る
。････

子
ど
も
は
母
親
の
ほ
ほ
笑
み
に
、
明
る
い

澄
み
切
っ
た
目
で
応
え
る
。････

こ
う
し
て
《
信
頼
の
萌
芽
（der K
eim

 des V
ertrauens

）》
が
、
子
ど
も
の
心
の
中
に
発
育
し

て
く
る
の
だ
。｣

　

こ
う
し
て
、｢
愛
と
信
頼
と
感
謝
と
の
萌
芽
は
、
間
も
な
く
膨
ら
ん
で
く
る
。
子
ど
も
は
母
親
の
足
音
を
聞
き
分
け
る
よ
う
に
な
り
、

母
親
の
後
ろ
姿
に
も
ほ
ほ
笑
む
よ
う
に
な
る
。････

母
親
に
と
っ
て
愛
ら
し
い
者
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
も
愛
ら
し
い
も
の
と
な
り
、

母
親
が
胸
に
抱
く
も
の
を
子
ど
も
も
ま
た
抱
き
締
め
る
。
母
親
が
接
吻
す
る
者
に
、
子
ど
も
も
接
吻
す
る
。
こ
う
し
て
《
人
間
愛
の
萌

芽
》
が
、
自
然
に
子
ど
も
の
心
の
内
に
発
育
す
る
。」

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
人
間
の
信
仰
心
・
宗
教
心
は
幼
な
児
と
母
親
と
の
間
の
関
係
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
、
説
く
。
母
親

は
、
そ
の
本
能
に
よ
っ
て
幼
な
児
の
自
然
本
性
の
欲
求
を
充
た
し
て
や
り
、
幼
な
児
を
胸
に
抱
い
て
そ
の
恐
怖
を
静
め
て
や
る
こ
と
の

出
来
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
幼
な
児
は
母
親
を
愛
し
、
信
頼
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
母
親
の
愛
す
る
も
の
を
愛
し
、
母
親
が

信
頼
す
る
も
の
を
信
頼
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
い
わ
ば
感
性
的
な
自
然
の
本
性
の
傾
向
そ
の
も
の
で
あ
る
と

言
っ
て
よ
い
。

　

し
か
し
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
に
よ
れ
ば
、
母
親
に
対
す
る
《
従
順
》
の
能
力
は
、「
感
性
的
自
然
の
最
初
の
傾
向
と
は
相
反
す
る
も

の
」
で
あ
り
、
従
っ
て
《
術
》
に
よ
る
教
育
が
必
要
と
さ
れ
る
。
自
然
は
、
暴
れ
る
子
ど
も
に
対
し
て
、
い
く
ら
暴
れ
て
も
無
駄
だ
と

い
う
こ
と
を
悟
ら
せ
る
。
子
ど
も
は
、
木
や
石
を
叩
く
。
自
然
は
び
く
と
も
し
な
い
。
そ
こ
で
子
ど
も
は
、
木
や
石
を
叩
く
の
を
や
め

る
。
次
に
、
母
親
が
子
ど
も
の
欲
し
い
ま
ま
の
欲
望
に
対
し
て
、
が
ん
と
し
て
応
じ
ず
。
子
ど
も
は
暴
れ
た
り
叫
ん
だ
り
す
る
。
母
親

は
そ
れ
で
も
び
く
と
も
し
な
い
。
子
ど
も
は
泣
き
叫
ぶ
の
を
止
め
る
。
子
ど
も
は
、
だ
ん
だ
ん
に
母
親
の
意
志
に
自
分
の
意
志
を
従
わ
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せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
、《
忍
耐
の
最
初
の
芽
》
が
、《
従
順
の
最
初
の
芽
》
が
、
こ
う
し
て
育
っ
て
い
く
の

だ
。
従
順
と
愛
、
感
謝
と
信
頼
と
が
結
合
さ
れ
る
と
、《
良
心
の
最
初
の
芽
》
が
、
成
長
し
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
愛
す
る
母
に
逆

ら
っ
て
荒
れ
狂
う
こ
と
は
正
し
く
な
い
こ
と
だ
、
と
言
う
感
情
の
薄
い
影
が････

ま
た
、
母
は
自
分
の
た
め
に
の
み
存
在
す
る
の
で

は
な
い
の
だ
、
と
言
う
感
情
の
薄
い
影
が
、
ま
た
万
物
は
自
分
の
為
に
の
み
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
の
だ
。
と
言
う
感
情

の
最
初
の
影
が
育
っ
て
く
る
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
共
に
、
子
ど
も
自
身
も
ま
た
、
自
分
の
た
め
だ
け
に
こ
の
世
が
あ
る
の
で
は
な

い
と
い
う
第
二
の
感
情
が
芽
生
え
て
く
る
。････

こ
れ
こ
そ
《
義
務
》
と
《
権
利
》
に
つ
い
て
の
最
初
の
影
の
発
芽
な
の
だ
。｣

　

以
上
が
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
幼
な
児
と
母
親
と
の
間
の
自
然
の
関
係
か
ら
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
《
自
我
の
発
達
》（
＝
道
徳
的

自
我
の
発
達
）
の
最
初
の
根
本
特
徴
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
信
仰
に
よ
っ
て
神
に
帰
依
す
る
一
切
の
感
情
の
芽
と
い
う
も
の
は
、

そ
の
本
質
に
お
い
て
、
母
親
に
対
す
る
幼
な
児
の
帰
依
を
生
み
出
す
と
こ
ろ
の
芽
と
全
く
同
じ
も
の
な
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
聡
明
な
母
親
の
本
能
の
力
に
よ
っ
て
、
幼
な
児
の
内
面
に
神
に
対
す
る
信
仰
心
や
畏
敬
の
念
が
芽
生
え
、
愛
と
信
頼
の

心
が
育
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）《
術
》（
教
育
）
の
課
題

　

こ
の
《
信
頼
》
と
《
従
順
》
の
芽
は
、
幼
な
児
が
成
長
・
発
達
し
て
子
ど
も
自
身
に
生
き
る
力
が
つ
い
て
く
る
と
、
た
ち
ま
ち
萎
縮

し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
子
ど
も
が
自
分
自
身
の
力
で
自
分
の
欲
求
を
充
た
す
だ
け
の
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
、
子
ど
も
の
心

の
中
に
母
親
の
存
在
が
薄
れ
て
行
き
、
母
親
が
い
な
く
と
も
や
っ
て
行
け
る
と
い
う
密
か
な
自
信
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
子
ど
も

自
身
の
生
き
る
力
の
目
覚
め
を
神
へ
の
信
仰
に
つ
な
ぎ
と
め
る
こ
と
に
失
敗
し
た
ら
、
せ
っ
か
く
芽
生
え
て
き
た
《
愛
と
信
頼
》
の
心

情
も
信
仰
心
も
、
い
っ
さ
い
失
わ
れ
、
子
ど
も
は
た
だ
欲
望
を
充
た
す
た
め
感
覚
的
な
快
楽
や
、
力
だ
け
に
あ
こ
が
れ
る
放
蕩
者
に
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な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
成
長
し
て
き
た
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
母
親
は
以
前
の
母
親
で
は
な
く
な
り
、
子
ど
も
が
外
界
の
新
し
い
刺
激
に
魅
力
を

感
じ
始
め
る
と
き
、
人
々
は
《
術
》（
教
育
）
の
力
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
に
芽
生
え
て
い
る
《
感
謝
》
と
《
愛
と
信
頼
》
と
《
従
順
》

の
心
情
を
純
粋
に
保
つ
よ
う
に
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
心
情
の
な
か
に
こ
そ
神
は
宿
り
、
こ
の
心
情
こ
そ
私
た
ち
の
道
徳

生
活
を
支
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
人
類
よ
！　

こ
れ
ら
の
感
情
が
子
ど
も
の
心
の
な
か
に
芽
生
え
さ
せ
た
自
然
の
根
源
が
、
枯
渇
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
そ
の
働
き

を
と
め
よ
う
と
す
る
と
き
）、
あ
な
た
の
《
術
》
は
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽
く
し
て
、
そ
の
根
源
を
新
た
に
生
き
返
ら
せ
る
手
段
を
講
ず

る
た
め
に
全
力
を
つ
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。・
・
・
あ
な
た
は
、
こ
う
し
た
時
に
な
っ
た
ら
も
う
子
ど
も
を
自
然
に
任
せ
ず
、

む
し
ろ
子
ど
も
の
指
導
を
盲
目
の
自
然
か
ら
引
き
離
し
て
、
幾
千
年
の
経
験
が
人
類
に
与
え
て
く
れ
た
い
ろ
い
ろ
の
原
理
や
力
の
手
に

そ
れ
を
委
ね
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。」

　

つ
ま
り
、
子
ど
も
の
目
に
う
つ
る
世
界
、
子
ど
も
を
刺
激
す
る
外
界
は
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
で
は
神
の
創
り
給
う
た
美
し
い
世
界
を
子

ど
も
に
感
得
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
父
母
と
も
に
仕
事
の
追
わ
れ
忙
し
く
、
子
ど
も
の
生
活
に
目
が
や
れ
な

い
。
か
り
に
恵
ま
れ
た
生
活
が
許
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
常
に
悪
徳
へ
の
誘
い
が
あ
る
の
だ
。
哀
れ
な
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の

外
界
の
強
力
な
印
象
に
捉
え
ら
れ
て
、
せ
っ
か
く
の
道
徳
性
や
宗
教
心
へ
の
芽
を
失
い
、
自
滅
の
道
を
た
ど
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い

の
だ
。

　

人
類
の
こ
う
し
た
堕
落
を
防
ぐ
た
め
の
《
術
》
の
課
題
は
、「
神
が
わ
れ
わ
れ
の
自
然
本
性
の
う
ち
に
授
け
た
、
わ
れ
わ
れ
の
知
的
、

精
神
的
向
上
と
道
徳
的
向
上
と
の
統
一
手
段
」
を
念
入
り
に
育
て
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、「
教
授
と
教
育
と
を
、
一
方
で

は
自
然
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
法
則
と
調
和
さ
せ
、
他
方
で
は
わ
れ
わ
れ
の
内
的
自
然
の
感
情
と
調
和
さ
せ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
根
本
原
則
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に
、
わ
れ
わ
れ
人
類
の
教
育
を
従
わ
せ
る
こ
と
」
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
目
的
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
と
感
情
の
発
達
に
つ
い
て
、
そ
の
連
続
的
な
漸
進
的
な
過
程
を
見
出
す
必

要
が
あ
る
。
こ
の
連
続
的
過
程
に
つ
い
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

　

連
続
性
の
第
一
の
法
則
は
、
感
性
的
な
諸
力
の
発
達
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
の
最
初
の
教
育
は
、
頭
脳
の
仕
事
で
も
な
く
、
理

性
の
仕
事
で
も
な
い
。
そ
れ
は
全
く
感
性
の
仕
事
で
あ
り
、
心
情
の
仕
事
で
あ
り
、
母
の
仕
事
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
だ
。

　

第
二
の
法
則
は
、
感
性
的
な
諸
力
の
道
徳
性
へ
の
従
属
で
あ
る
。
人
間
の
教
育
（U

nterricht

）
は
、
感
性
の
訓
練
か
ら
判
断
の
訓

練
へ
と
、
進
ん
で
行
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
理
性
の
仕
事
に
な
り
始
め
る
以
前
に
長
い
間
、
心
情
の
し
ご
と
で
あ
り
続
け
る
も
の

だ
、
と
言
う
こ
と
だ
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
連
続
性
の
た
め
の
原
則
と
し
て
、
先
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
二
つ
の
条
件
を
挙
げ
て
い
る
。

　
（
一
）
子
ど
も
に
と
っ
て
最
初
の
教
育
（U

nterricht

）
は
、
け
っ
し
て
頭
や
理
性
の
仕
事
で
は
な
く
、
常
に
感
覚
の
仕
事
で
あ
り
、

心
情
の
仕
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
母
の
仕
事
で
あ
る
。

　
（
二
）
人
間
の
教
育
（U

nterricht

）
は
、
感
覚
の
訓
練
か
ら
判
断
の
訓
練
へ
と
進
む
。
そ
れ
は
理
性
の
仕
事
と
な
る
以
前
に
、
長

い
間
心
情
の
仕
事
で
あ
り
続
け
る
。
男
性
の
仕
事
と
な
り
始
め
る
以
前
に
、
長
い
間
女
性
の
仕
事
で
有
り
続
け
る
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
、
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
に
と
っ
て
道
徳
性
や
宗
教
性
へ
の
陶
冶
は
、
人
間
の
心

情
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
感
性
的
な
基
礎
を
欠
い
て
は
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
人
間
の

《
知
性
の
陶
冶
》
が
、《
心
情
の
陶
冶
》
か
ら
遊
離
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
両
者
の
《
統
合
》
の
う
ち
に
、
真
の
《
人
間
の
教
育
》
は

行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
課
題
の
重
要
性
と
、
困
難
さ
の
ゆ
え
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
さ
ら
に
、
第
一
四
の
書
簡
に
お
い
て
追
求
し
て
い
る
。
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第
一
四
の
書
簡
・
・
・
、
道
徳
と
宗
教
の
教
育
の
問
題

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
前
の
書
簡
を
受
け
て
こ
れ
を
補
足
し
つ
つ
、
か
れ
の
信
仰
観
、
道
徳
と
宗
教
教
育
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
、

一
四
通
の
書
簡
を
締
め
括
っ
て
い
る
。『
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
は
い
か
に
し
て
そ
の
子
を
教
え
る
か
』
の
最
後
の
第
一
四
の
書
簡
は
、
こ
の

書
の
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
彼
は
、
人
間
に
お
け
る
神
へ
の
愛
、
信
仰
、
感
謝
、
従
順
な
ど
の
心
が
、
も
っ
ぱ
ら
自
然
の
本
性
に
し
た
が
っ
て
幼
子
と
母

親
と
の
関
係
か
ら
生
ず
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
て
、
母
の
存
在
と
、
家
庭
と
、
そ
こ
で
自
然
的
に
育
つ
感
性
的
な
諸
力
と
心

情
、
お
よ
び
、
そ
れ
ら
が
や
が
て
真
の
理
性
と
道
徳
性
と
の
基
礎
と
な
る
と
言
う
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
第
一
四
の
書
簡
で
は
、
道
徳
・
宗
教
教
育
の
本
質
的
あ
り
方
を
こ
の
書
の
総
括
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

　

｢

友
よ
、
私
は
さ
ら
に
進
ん
で
自
問
す
る
。《
私
の
生
涯
を
通
じ
て
、
私
が
打
ち
当
た
っ
た
悪
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
宗
教
的
な
立
場

か
ら
果
た
し
て
私
は
何
を
し
て
き
た
か
》
と
。・
・
・
友
よ
！　

も
し
私
の
方
法
が
こ
の
点
で
、
人
類
の
要
求
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
方
法
の
価
値
は
、
わ
た
く
し
が
、
こ
の
方
法
に
抱
い
て
い
た
希
望
を
さ
え
も
凌
ぐ
ほ
ど
の
も
の
な
の
だ
。
そ
し

て
、
事
実
私
の
方
法
は
そ
の
要
求
を
満
た
す
も
の
だ
っ
た
。」

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
人
間
教
育
を
《
信
仰
と
愛
》
に
よ
っ
て
、《
知
的
陶
冶
と
心
情
陶
冶
》
さ
ら
に
《
精
神
と
心
情
》
と
の
調
和

を
同
時
代
の
人
々
の
心
に
育
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
現
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
彼
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
論
究
し
て
い
る
。

　
「《
信
仰
心
》
と
《
道
徳
心
》
と
の
本
質
を
な
す
と
こ
ろ
の
感
情
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
《
芽
》
と
い
う
も
の
は
、
私
の
教
授
法
の
本
質

が
、
湧
き
出
て
く
る
芽
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
だ
。
そ
れ
は
、
ひ
と
え
に
幼
な
子
と
母
親
と
の
間
に
生
じ
る
自
然
の
関
係
か
ら
発
芽

し
、
乳
幼
児
期
か
ら
教
授
を
こ
の
自
然
の
関
係
に
結
び
付
け
、
教
授
を
永
遠
的
な
技
術
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
人
類
の
創
造
主
に
対
す
る

帰
依
が
依
拠
し
て
い
る
情
調
と
同
じ
情
調
の
上
に
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
《
術
（K

unst

）》
に
、
本
質
的
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
。
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こ
の
《
術
》
は
、
母
と
子
の
間
の
自
然
的
関
係
が
消
滅
し
始
め
る
時
に
、
こ
の
母
親
と
子
ど
も
と
の
関
係
か
ら
生
じ
て
き
た
高
尚
な
感

情
の
芽
が
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
と
全
力
を
注
ぐ
の
で
あ
る
。｣

　

さ
ら
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
言
う
。「
信
仰
心
と
道
徳
心
の
本
質
を
な
す
感
情
が
現
れ
て
く
る
《
芽
》
は
、
私
の
教
授
法
の
本
質

が
発
展
し
て
く
る
《
芽
》
と
、
全
く
同
一
の
も
の
だ
。
そ
の
《
芽
》
は
ひ
と
え
に
、
幼
な
子
と
母
親
と
の
間
に
生
ま
れ
る
自
然
の
関
係

か
ら
発
芽
し
、
子
ど
も
の
時
か
ら
教
授
を
こ
の
自
然
の
関
係
に
結
び
付
け
、
私
た
ち
人
類
の
創
造
主
に
対
す
る
帰
依
が
依
拠
し
て
い
る

情
緒
の
う
え
に
う
ち
立
て
よ
う
と
す
る
《
術
》
に
、
根
本
的
に
は
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
私
の
方
法
の
本
質
は
、
母
親
と
子
ど
も
と
の

関
係
の
自
然
的
絆
が
消
滅
し
て
い
く
際
に
、
子
ど
も
に
そ
の
母
親
を
返
し
て
や
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
母
の
手
に
一
連
の
知
恵
を
与
え

て
や
る
こ
と
で
あ
る
。・
・
・
私
の
方
法
は
、
心
か
ら
子
ど
も
を
愛
し
て
い
る
ど
ん
な
母
親
に
対
し
て
も
、
子
ど
も
が
愛
や
神
か
ら
引

き
離
さ
れ
、
子
ど
も
の
心
の
奥
底
で
、
子
ど
も
自
身
の
最
も
恐
ろ
し
い
荒
廃
と
、
避
け
難
い
わ
が
ま
ま
と
に
子
ど
も
が
身
を
委
ね
て
し

ま
う
よ
う
な
危
険
の
あ
る
最
も
危
機
的
な
時
期
に
、
子
ど
も
を
守
っ
て
や
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
心
が
、
こ
の
世
界
の
あ
ら

ゆ
る
虚
偽
と
欺
瞞
と
に
よ
っ
て
、
無
邪
気
さ
や
真
理
や
愛
の
印
象
に
た
い
し
て
全
く
そ
こ
な
わ
れ
て
仕
舞
う
前
に
、
母
親
の
愛
の
手
と

純
粋
に
維
持
さ
れ
た
高
尚
な
感
情
と
を
も
っ
て
、
子
ど
も
を
神
の
よ
り
よ
き
創
造
の
中
に
導
き
入
れ
て
や
る
こ
と
が
容
易
に
で
き
る
よ

う
に
し
た
い
の
だ
。

　

私
の
方
法
を
会
得
し
た
母
親
に
と
っ
て
は
、
彼
女
の
才
能
や
環
境
の
惨
め
な
状
況
は
、
も
は
や
彼
女
の
子
ど
も
の
能
力
が
し
ば
ら
れ

る
状
況
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。・
・
・
子
ど
も
が
母
親
を
通
し
て
眺
め
る
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
、
彼
女
が
最
も
純
粋
な
愛
を

も
っ
て
話
し
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
母
親
は
胸
に
抱
い
た
わ
が
子
に
、
神
の
名
を
回
ら
ぬ
舌
で
言
え
る
よ
う
に
し
て
や
っ
た

が
、
今
度
は
昇
る
太
陽
に
、
さ
さ
や
く
小
川
に
、
木
々
の
木
の
葉
の
中
に
、
花
の
輝
き
に
、
朝
露
の
し
た
た
り
に
、
無
限
の
慈
悲
者
で

あ
る
神
の
お
ら
れ
る
こ
と
を
子
ど
も
に
示
し
て
や
る
。
母
親
は
子
ど
も
自
身
の
中
に
、
そ
の
目
の
輝
き
に
、
子
ど
も
の
言
葉
の
音
色
の
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中
に
、
神
が
い
た
ま
う
こ
と
を
子
ど
も
に
示
し
て
や
る
の
だ
。
一
切
の
も
の
の
う
ち
に
、
母
親
は
子
ど
も
に
神
を
示
の
だ
。
そ
し
て
、

神
を
見
出
す
と
ろ
で
、
子
ど
も
の
心
は
高
ま
り
、
子
ど
も
が
世
界
の
な
か
で
神
を
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
子
ど
も
は
そ
の
世
界
を
愛
す
る

よ
う
に
な
る
。
神
の
世
界
に
対
す
る
喜
び
が
、
子
ど
も
の
心
の
中
で
、
神
に
対
す
る
喜
び
と
結
び
合
わ
さ
れ
、
子
ど
も
は
神
と
世
界
と

母
と
を
同
一
の
感
情
を
も
っ
て
抱
き
締
め
る
の
だ
。
こ
う
し
て
引
き
裂
か
れ
た
《
絆
》
は
再
び
結
び
付
け
ら
れ
る
の
だ
。
子
ど
も
は
今

や
、
母
親
の
胸
に
抱
か
れ
て
い
た
頃
に
も
ま
し
て
、
母
親
を
愛
す
る
よ
う
に
な
る
。
子
ど
も
は
今
や
一
段
と
高
い
段
階
に
立
っ
て
い
る

の
だ
。」

　
「
子
ど
も
は
、
誕
生
の
日
か
ら
母
親
の
や
さ
し
い
愛
情
の
な
か
に
抱
か
れ
て
育
っ
て
い
れ
ば
、
自
然
と
子
ど
も
の
胸
中
に
は
、
新
し

い
感
情
が
芽
生
え
て
く
る
。
こ
こ
に
子
ど
も
の
知
的
発
達
と
道
徳
的
発
育
を
結
合
す
る
第
一
歩
が
開
か
れ
る
の
だ
。
こ
の
第
一
歩
は
母

親
の
手
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
子
ど
も
は
学
び
、
子
ど
も
は
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
知
ろ
う
と
す
る
。
子
ど
も
は
母
親
を
せ
き
た
て

て
、
一
緒
に
学
ぼ
う
と
す
る
の
だ
。
母
親
は
子
ど
も
と
共
に
学
び
二
人
と
も
日
ご
と
に
知
識
に
お
い
て
も
、
力
に
お
い
て
も
、
そ
し
て

愛
に
お
い
て
も
向
上
し
て
い
く
の
だ
。」

　

さ
ら
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
続
け
る
。

　
「
友
よ
！　

私
は
こ
の
《
方
法
》
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
を
そ
の
母
に
結
び
付
け
、
子
ど
も
が
母
親
の
心
情
の
影
響
を
永
続
的
に
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。
こ
の
《
方
法
》
に
よ
っ
て
私
は
、
神
へ
の
帰
依
を
人
間
の
自
然
本
性
と
結
合
さ
せ
、
ま
た
我
々
の
心
に
信
仰
心

を
芽
生
え
さ
せ
る
感
情
を
活
性
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
へ
の
帰
依
を
確
実
に
支
え
て
き
た
。
母
親
と
創
造
主
、
母
親
と
支
え
主
と

は
、
方
法
に
よ
っ
て
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
ひ
と
つ
の
感
情
と
な
る
の
だ
。
私
の
方
法
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
は
末
永
く

母
の
子
ど
も
で
あ
り
、
子
ど
も
は
末
永
く
神
の
子
ど
も
で
も
あ
る
の
だ
。
子
ど
も
の
精
神
（Geiste

）
と
心
情
（H

erzen

）
の
統
一

的
な
発
展
の
段
階
は
、
そ
れ
が
最
初
に
芽
生
え
て
き
た
純
粋
な
最
初
の
点
（
母
と
の
出
会
い
）
に
末
永
く
立
脚
し
続
け
る
の
だ
。
子
ど
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も
の
人
間
愛
と
知
恵
と
の
道
は
、
の
び
の
び
と
気
高
く
拓
か
れ
る
の
だ
。
私
は
、
方
法
に
よ
っ
て
、
貧
し
い
も
の
た
ち
の
父
と
な
り
、

悩
め
る
も
の
た
ち
の
支
え
な
る
の
だ
。
私
の
母
は
健
康
な
子
ど
も
は
ほ
う
っ
て
お
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
病
気
の
子
ど
も
に
か
か
り
き
り
に

な
り
、
惨
め
な
子
ど
も
に
は
二
倍
も
心
を
配
っ
て
や
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
母
親
は
母
親
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
は
、
神
の
代
理
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
た
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
私
（
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
）

も
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
私
に
と
っ
て
母
が
神
の
代
理
者
で
あ
り
、
母
の
感
情
と
同
じ
よ
う
な
感
情
が
私
に
迫
っ
て
く
る

の
だ
。
人
類
は
私
の
兄
弟
で
あ
り
、
私
の
愛
は
全
人
類
を
抱
く
の
だ
。
私
は
悲
惨
な
人
々
に
寄
り
添
い
、
そ
う
い
う
人
々
に
対
し
て
二

倍
も
父
と
な
っ
て
や
る
の
だ
。
神
の
よ
う
に
行
為
す
る
こ
と
が
、
私
の
天
性
（m

eine N
atur

）
に
な
る
の
だ
。・
・
・
私
は
神
の
子

で
あ
り
（ich bin ein K

ind Gottes

）、
私
は
私
の
母
を
信
じ
て
い
る
。
母
の
心
情
（H

erz

）
が
、
私
に
神
を
示
し
て
く
れ
た
の
だ
。

神
は
私
の
母
の
神
で
あ
り
（Gott ist der Gott m

einer M
utter

）、
神
は
私
の
心
情
の
神
で
あ
り
、
母
の
心
情
の
神
な
の
だ
。
私
は

他
の
い
か
な
る
神
を
も
知
ら
な
い
（ich kenne keinen Gott,

）。・
・
・
私
は
私
の
心
情
以
外
に
い
か
な
る
神
も
知
ら
な
い
の
だ
（ich 

kenne keinen Gott, als den Gott m
eines H

erzens

）。
私
は
、
た
だ
私
の
心
情
の
神
を
信
ず
る
と
き
の
み
、
自
分
が
ひ
と
り
の

人
間
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
の
だ
。・
・
・
私
の
心
情
の
神
は
、
私
の
神
で
あ
り
、
私
は
こ
の
神
の
愛
の
う
ち
で
自
ら
を
醇
化
す
る
の

だ
」。

　
「
母
よ
！　

母
よ
！　

あ
な
た
は
私
に
命
令
す
る
と
き
、
神
を
私
に
示
し
て
く
れ
た
。・
・
・
私
が
神
を
忘
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
私

は
あ
な
た
を
忘
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
私
が
神
を
愛
す
る
と
き
、
私
は
あ
な
た
の
幼
な
子
に
対
し
て
あ
な
た
の
身
代
わ
り
に
な
る
の

だ
。
私
は
あ
な
た
の
か
わ
い
そ
う
な
子
ど
も
に
寄
り
添
い
、
あ
な
た
の
泣
き
悲
し
む
子
ど
も
は
、
母
親
の
腕
に
抱
か
れ
て
い
る
よ
う

に
、
私
の
腕
に
抱
か
れ
て
安
ら
う
の
だ
。・
・
・
母
よ
！　

母
よ
！　

私
が
あ
な
た
を
愛
す
る
と
き
、
私
は
神
を
愛
す
る
。
そ
し
て
、

私
の
果
た
す
べ
き
義
務
が
私
に
と
っ
て
最
高
の
善
と
な
る
の
だ
。・
・
・
私
が
あ
な
た
を
忘
れ
る
と
き
、
私
は
神
を
忘
れ
、
獅
子
の
よ

（　

）
 115
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う
に
た
だ
自
分
の
た
め
に
の
み
生
き
、
自
分
の
楽
し
み
と
し
て
、
自
分
の
た
め
に
の
み
、
人
類
に
逆
ら
っ
て
自
分
の
持
て
る
全
て
の
力

を
も
ち
い
る
の
だ
。
そ
の
時
に
は
、
私
の
魂
は
も
は
や
父
親
ら
し
い
こ
こ
ろ
は
ま
る
で
な
く
な
り
、
私
の
従
順
を
神
聖
に
す
る
と
こ
ろ

の
神
的
な
感
覚
も
無
く
な
っ
て
、
私
の
み
か
け
ば
か
り
の
義
務
感
は
、
人
を
あ
ざ
む
く
仮
像
と
な
る
の
だ
。
母
よ
！　

母
よ
！　

私
が

あ
な
た
を
愛
す
る
と
き
、
私
は
神
を
愛
す
る
。
そ
し
て
、
母
と
従
順
、
神
と
義
務
と
は
、
私
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
同
一
の
も
の
に
な
る

の
だ
。・
・
・
私
は
も
は
や
自
分
の
た
め
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
私
の
同
胞
、
私
の
神
の
子
ど
も
た
ち
の
群
れ
の
な
か
に
、
自
己
を

埋
没
さ
せ
て
生
き
る
の
だ
。」

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
宗
教
教
育
の
方
法
は
、
母
と
子
の
自
然
の
結
び
付
き
が
失
わ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
こ
の
自
然
の
結
び
付
き

か
ら
生
ま
れ
た
、
母
に
対
す
る
信
頼
の
感
情
を
持
続
さ
せ
、
現
実
の
世
界
が
子
ど
も
に
与
え
る
感
覚
的
印
象
を
、
常
に
こ
の
感
情
と
結

び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
《
純
化
》
し
、《
母
へ
の
信
頼
感
を
神
へ
の
信
仰
に
ま
で
高
め
る
》
た
め
の
方
法
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
へ
の

指
導
が
、
こ
の
目
的
の
た
め
め
に
行
わ
れ
る
時
、
子
ど
も
は
確
実
に
信
仰
心
も
道
徳
心
も
深
ま
り
向
上
す
る
の
で
あ
る
。

　

彼
は
、
母
親
と
子
ど
も
と
の
信
頼
の
絆
こ
そ
、
人
間
形
成
の
根
本
だ
と
考
え
て
い
る
が
、
母
親
と
子
の
間
の
自
然
的
関
係
を
持
続
さ

せ
る
《
術
》
の
発
展
に
力
を
注
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
友
よ
！　

心
か
ら
ほ
と
ば
し
り
出
る
確
信
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
言
葉
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
？･････

《
神
は
単
な
る

知
識
に
よ
っ
て
は
認
識
さ
れ
え
な
い
。
真
実
の
神
は
唯
信
仰
に
対
し
て
、
子
ど
も
ら
し
い
無
邪
気
な
信
仰
に
対
し
て
の
み
生
き
て
い

る
。《

聡
明
な
人
の
知
力
さ
え
、
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
、
子
ど
も
ら
し
い
心
情
は
、
無
邪
気
に
感
得
す
る
》
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
た
だ
心
情
（das H

erz

）
の
み
が
神
を
知
る
。
自
己
を
超
越
し
た
心
情
み
が
、････

人
類
を
抱
擁
す
る
。
こ

の
純
粋
な
人
間
的
心
情
は
、
み
ず
か
ら
の
愛
、
服
従
、
信
頼
、
祈
り
の
対
象
と
し
て
、
人
格
化
さ
れ
た
最
高
の
原
像
を
、
す
な
わ
ち
、

全
精
神
界
の
魂
（die Seele der ganzen Geistergem

eine

）
で
あ
る
と
こ
ろ
の
最
初
の
聖
な
る
意
志
を
要
求
し
、
創
造
す
る
。

･･････
善
良
な
人
々
は
、
や
が
て
、
彼
の
母
の
胸
に
還
っ
て
行
く
よ
う
に
し
て
、
憧
憬
と
愛
と
を
抱
い
て
神
に
還
っ
て
ゆ
く
。」

　

最
後
の
言
葉
の
中
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
生
涯
を
か
け
て
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
が
、
明
瞭
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

《
自
我
の
為
で
は
な
く･･･

、
人
類
の
た
め
に････

、
彼
の
墓
碑
銘
に
あ
る
よ
う
に
《
す
べ
て
を
、
他
者
の
た
め
に
為
し
、
己
が
た
め

に
は
、
な
に
も
の
も･･･
、A

lles für andere, für sich N
ichts !

》
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
第
一
四
の
書
簡
の
最
後
に
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
こ
こ
に
人
類
の
教
育
者
と
言
わ
れ
る
最
大
の
理
由
が
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
深
く
心
に
刻
む
必
要
が
あ
る
。

　

｢

そ
れ
で
は
善
人
（Guten

）
が
、
神
に
つ
い
て
抱
く
確
信
は
、
何
処
か
ら
来
る
の
か
？
・
・
そ
れ
は
、
理
性
か
ら
で
は
な
く
、
い

か
な
る
言
葉
に
よ
っ
て
も
、
い
や
、
い
か
な
る
概
念
に
よ
っ
て
も
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
の
説
明
し
が
た
い
衝
動
、
す
な
わ

ち
彼
の
存
在
を
、
よ
り
高
潔
な
不
滅
の
全
存
在
の
中
で
美
化
し
（verklaren

）、
永
遠
化
し
よ
う
と
す
る
（zu verew

igen

）、
あ
の

衝
動
か
ら
く
る
の
で
あ
る
。････

（
つ
ま
り
）
私
の
為
で
は
な
く
、
同
時
代
を
生
き
る
人
々
（Brüdern

）
の
た
め
に
、････

私
の

自
我
の
た
め
で
は
な
く
（N

icht der eigenen Ichheit
）、
人
類
の
た
め
に････

こ
れ
が
人
間
の
心
の
奥
底
に
お
け
る
神
的
な
声
の

無
制
約
的
な
宣
言
で
あ
り
、
こ
れ
を
聞
き
分
け
、
こ
れ
に
従
う
と
こ
ろ
に
《
人
間
本
性
の
唯
一
の
尊
厳
が
あ
る
の
で
あ
る
の
だ
。（der 

einzige A
del der m

enschlichen N
atur

）》
と
、
述
べ
、
第
一
四
の
書
簡
を
閉
じ
て
い
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
教
育
方
法
の
特
色
は
、
個
々
の
能
力
の
完
成
を
連
続
的
に
積
み
重
ね
て
個
人
の
完
成
に
至
ら
し
め
る
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
。
だ
か
ら
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
の
方
法
が
宗
教
教
育
と
い
う
点
に
お
い
て
も
優
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
彼
は
、
こ
の
方
法
が
単
に
個
人
を
完
成
に
い
た
ら
し
め
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
人
間
は
彼
一
人
の
た
め
に
だ
け
こ
の
世

（　

）
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（　

）
 117
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に
あ
る
の
で
は
な
い
。
人
間
は
、
同
時
代
に
生
き
る
人
々
と
共
に
人
間
的
完
成
を
め
ざ
し
て
生
き
る
の
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
私
の
方
法
に
よ
て
、
幼
子
は
末
永
く
母
の
子
ど
も
で
あ
り
、
神
の
子
ど
も
で
も
あ
る
の
だ
。」
と
、
自
信
に
充
ち
た
か
れ

の
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
自
身
の
《
術
（
教
育
指
導
・
メ
ト
ー
デ
）》
に
か
け
る
必
死
の
願
い
で
も
あ
り
、

祈
り
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
幼
子
は
、
母
を
通
し
て
神
を
知
り
、
神
を
知
る
こ
と
に
よ
て
同
胞
を
知
り
、
同
胞
を
知
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
同
胞
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
、
同
胞
の
純
化
（die V

eredlung

）
を
助
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
恵
ま
れ
ぬ
人
々
の
た

め
に
生
き
る
己
の
義
務
を
知
る
の
で
あ
る
。
理
性
に
お
い
て
で
は
な
く
、
心
情
に
お
い
て
神
を
み
、
神
の
声
を
聞
く
の
で
あ
る
。
ペ
ス

タ
ロ
ッ
チ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
「
崇
高
に
生
き
る
こ
と
（,,göttlich zu leben ,,

）｣

が
、
子
ど
も
た
ち
の
本
性
と
な
る
の
で
あ

る
。
母
は
子
ど
も
に
神
を
示
し
、
子
ど
も
は
素
直
に
神
を
見
い
だ
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
愛
と
義
務
は
人
間
に
と
っ
て
同
一
の
も
の
と

な
る
。
神
を
愛
す
れ
ば
愛
す
る
ほ
ど
、
ひ
と
は
ま
す
ま
す
自
分
自
身
の
こ
と
を
忘
れ
、
人
間
の
本
性
は
い
よ
い
よ
《
崇
高
な
存
在

（,,ein göttliches W
esen 　

）》
と
な
る
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。｣

　

ケ
ー
テ
・
ジ
ル
バ
ー
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
彼
の
メ
ト
ー
デ
（
方
法
）
の
な
か
で
《
敬
神
と
人
間
の
本
性
を

結
び
付
け
た
》
と
、
宗
教
は
『
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
は
い
か
に
し
て
』
に
お
い
て
も
人
間
的
人
道
主
義
的
な
宗
教
（eine m

enschliche 

hum
anistische Religion

）
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
「
神
は
私
自
身
の
心
情
の
神
で
あ
り
、
私

の
頭
脳
の
神
は
幻
想
で
あ
る
。
超
越
的
な
神
や
歴
史
上
の
啓
示
（O

ffenbarung

）
は
論
外
で
あ
る
」。
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
て

人
間
性
の
尊
厳
の
根
拠
を
信
仰
と
道
徳
の
統
一
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
彼
の
探
求
し
た
方
法
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
人
間
の
尊
厳
を

確
立
す
る
《
術
＝
方
法
》
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
苦
闘
の
思
考
の
結
果
と
し
て
、《
道
徳
＝
宗
教
教
育
は
人
間
の
醇

化
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
う
ち
に
あ
る
永
遠
な
も
の
の
実
現
で
あ
る
》
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

（　

）
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（　

）
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）
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お
わ
り
に

　

最
後
に
、
こ
の
書
に
お
い
て
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
何
を
意
図
し
た
の
か
、
本
書
の
目
的
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
た

い
。
彼
は
、
す
で
に
第
七
の
書
簡
の
な
か
で
は
っ
き
り
と
本
書
の
意
図
を
語
っ
て
い
る
。

　
「
私
が
目
指
し
た
も
の
は
、
世
の
人
々
に
技
術
と
か
学
問
と
か
を
教
え
よ
う
と
し
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、
教
え
よ
う
と
し
た
の
で
も

な
か
っ
た
。《
私
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
知
ら
な
い
の
だ
》
た
だ
私
は
、
あ
ら
ゆ
る
技
術
や
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
初
歩
の
学
習
を
民
衆
一

般
に
と
っ
て
、
も
っ
と
容
易
な
も
の
に
す
る
こ
と
、
ま
た
国
内
の
貧
し
い
人
々
や
無
力
な
人
々
の
、
顧
み
ら
れ
ず
、
育
て
ら
れ
ず
も
せ

ず
に
打
ち
棄
て
ら
れ
て
き
た
能
力
に
、
教
育
の
技
術
を
適
用
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
彼
ら
が
人
間
ら
し
い
人
間
に
な
る
た
め
の
途
を
拓

く
こ
と
を
強
く
望
ん
で
き
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
出
来
る
こ
と
な
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
下
層
市
民
を
、
お
よ
そ
有
意
義
な
技
術
の
基

礎
で
あ
る
自
律
的
な
能
力
で
は
南
方
や
北
方
の
野
蛮
人
よ
り
も
ず
っ
と
立
ち
遅
れ
さ
せ
て
い
る
逆
茂
木
に
火
を
つ
け
た
い
の
だ
。
と
い

う
の
は
、
こ
の
逆
茂
木
こ
そ
今
大
好
評
の
全
て
の
人
を
啓
蒙
す
る
と
い
う
大
ぼ
ら
が
吹
き
立
て
ら
れ
て
い
る
さ
な
か
で
、
一
人
の
人
間

の
利
益
の
た
め
に
一
〇
名
の
人
間
を
社
会
的
人
間
の
権
利
か
ら
、
教
育
を
受
け
る
権
利
か
ら
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
こ
の
権
利
を
行

使
す
る
可
能
性
か
ら
締
め
出
し
て
い
る
か
ら
だ
。
願
わ
く
は
、
こ
の
逆
茂
木
が
私
の
死
後
、
炎
炎
た
る
炎
に
包
ま
れ
て
燃
え
上
が
り
ま

す
よ
う
に
！　

今
の
私
の
仕
事
は
、
た
だ
弱
い
炭
火
に
湿
っ
た
、
濡
れ
た
藁
の
上
に
置
い
た
程
度
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
私
は
よ

く
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
私
に
は
風
が
見
え
る
。
そ
れ
に
風
は
、
も
う
そ
ん
な
に
遠
く
な
い
。。
風
は
炭
火
を
吹
き
起
こ
し
、
私
の

ま
わ
り
の
濡
れ
た
藁
は
、
だ
ん
だ
ん
に
乾
き
、
熱
く
な
り
、
や
が
て
火
が
つ
き
、
そ
し
て
燃
え
上
が
る
の
だ
。
ゲ
ス
ナ
ー
よ
！　

私
の

ま
わ
り
が
、
い
ま
ど
ん
な
に
湿
っ
て
い
よ
う
と
も
、
燃
え
上
が
る
の
だ
。
き
っ
と
、
燃
え
る
の
だ
。」
こ
の
よ
う
に
、
一
般
民
衆
教
育

の
改
革
に
対
す
る
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
情
熱
は
、
か
れ
自
身
の
う
ち
で
燃
え
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。 （　

）
 121
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ド
ウ
・
ガ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
に
つ
い
て
、
最
も
秀
れ
た
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
伝
記
の
作
者
、
彼
の
事
業
と
理
念
と
を
最
も
よ
く

研
究
し
理
解
し
た
人
の
一
人
、
モ
ル
フ
が
加
え
た
批
評
を
こ
こ
に
掲
げ
よ
う
。「
そ
れ
は
総
て
の
彼
の
教
育
学
的
著
書
の
中
で
最
も
深

遠
な
も
の
で
あ
る
。
当
時
に
お
い
て
限
り
な
く
重
要
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
将
来
に
お
い
て
も
永
久
に
重
要
で
あ
る
。
彼
の
天
才
は

そ
の
中
に
、
純
粋
に
且
つ
彼
自
ら
の
流
儀
で
現
れ
て
い
る
。
彼
は
ま
だ
誰
の
影
響
の
下
に
も
立
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
気
高
い
人

の
姿
を
最
も
忠
実
に
映
し
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
の
言
葉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
彼
の
思
想
で
あ
る
。・
・
・
こ
の
書
物
は
国
民
教
育
の
偶

石
で
あ
り
、
永
久
に
偶
石
で
あ
る
。
但
し
秘
め
て
あ
る
宝
は
ま
だ
久
し
く
総
て
が
実
際
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し

て
わ
た
く
し
た
ち
は
教
育
と
教
授
と
に
関
係
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
者
に
対
し
て
、
幾
ら
そ
の
書
物
に
注
意
を
促
し
て
も
な
お
足
り
な

い
く
ら
い
で
あ
る
。」

　

ジ
ル
バ
ー
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
社
会
改
革
・
政
治
改
革
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

　
「
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
自
分
の
《
メ
ト
ー
デ
》
の
効
果
に
最
大
の
期
待
を
か
け
た
。
た
し
か
に
知
育
の
メ
ト
ー
デ
に
は
、
明
ら
か

に
道
徳
的
な
ら
び
に
政
治
的
な
意
味
が
あ
る
。
自
主
的
に
思
考
し
、
行
動
す
る
人
格
へ
と
子
ど
も
を
教
育
す
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
混

乱
し
た
か
に
思
わ
れ
る
基
礎
練
習
の
根
底
に
横
た
わ
る
目
標
で
あ
る
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
人
間
を
自
立
さ
せ
、
人
間
の
幸
・
不
幸

を
、
人
間
自
身
の
手
中
に
委
ね
る
。
な
ぜ
な
ら
、
文
化
は
た
し
か
に
個
々
の
人
格
の
陶
冶
か
ら
の
み
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、
逆
に
理
解
さ
れ
な
い
知
識
を
多
く
の
人
々
に
注
入
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
野
蛮
行
為
の
原
因
だ
か
ら
で
あ
る
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ

チ
ー
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
堕
落
と
退
廃
は
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
学
校
教
育
に
《
直
観
》
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
に
帰
因
す
る
と

言
う
。
彼
は
こ
う
主
張
す
る
。《
私
た
ち
の
今
日
と
将
来
の
市
民
的
・
道
徳
的
な
ら
び
に
宗
教
的
な
退
廃
を
く
い
止
め
る
こ
と
の
で
き

る
唯
一
つ
の
手
段
は
、
私
た
ち
の
民
衆
教
育
が
皮
相
と
欠
陥
と
欺
瞞
か
ら
離
れ
て
、《
直
観
》
が
す
べ
て
の
認
識
の
絶
対
的
な
基
礎
で

あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
で
あ
る
》
と
強
調
し
て
い
る
」。

（　

）
 122

（　

）
 123
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ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
精
神
活
動
を
可
能
に
す
る
中
心
的
な
力
を
、《
直
観
》
と
呼
ぶ
が
、
彼
の
直
観
は
、
感
覚

的
な
直
観
で
は
な
く
、
身
体
全
体
（
全
人
的
）
に
よ
っ
て
認
識
す
る
直
観
を
意
味
し
て
い
る
。
全
人
格
を
通
し
て
《
何
が
真
実
か
、
真

実
で
な
い
か
》
を
確
か
め
、
明
晰
な
直
観
に
よ
っ
て
、
社
会
的
・
政
治
的
真
実
を
認
識
し
よ
う
と
し
た
。

　

そ
の
結
果
と
し
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
の
一
四
の
書
簡
で
何
よ
り
も
ま
ず
、
貧
し
い
下
層
階
級
の
子
ど
も
た
ち
で
も
人
間
と

し
て
生
き
る
た
め
の
基
礎
教
育
を
受
け
ら
れ
る
庶
民
教
育
の
解
放
の
た
め
に
戦
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
み
た
当
時
の
学
校
は
、
子
ど
も
が
入
学
す
る
と
同
時
に
、
彼
ら
を
文
字
の
世
界
に
引
き
込
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て

《
直
観
な
き
概
念
》
の
世
界
に
導
き
こ
み
、
学
校
が
終
わ
る
ま
で
そ
の
中
に
閉
じ
込
め
て
置
く
が
、
そ
れ
が
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
に
は
許

す
べ
か
ら
ざ
る
犯
罪
だ
と
思
わ
れ
た
。
そ
こ
で
の
教
育
は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
苦
心
惨
憺
た
る
文
字
の
学
習
か
ら
始
め
ら
れ
、
最

後
に
キ
リ
ス
ト
教
問
答
書
の
あ
の
機
械
的
な
読
み
方
と
無
理
解
な
暗
唱
と
が
強
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
わ
が
国
の
戦
前
の
天
皇

制
国
家
主
義
教
育
体
制
下
に
お
け
る
小
学
校
で
『
教
育
勅
語
』
を
教
え
た
よ
う
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
う
し
た
非
教
育
的
な
学

校
を
呪
い
批
判
し
た
。

　

す
で
に
、
考
察
し
て
き
た
幾
つ
か
の
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
西
洋
教
育
史
上
の
階
級
的
特
権
を
打
破
し
て
、
教
育
の
門
戸
を
広
く

民
衆
一
般
に
、
無
産
階
級
に
解
放
し
よ
う
と
す
る
ま
っ
た
く
近
代
的
な
か
つ
ま
た
民
主
的
な
精
神
の
逞
し
い
息
吹
を
感
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

註（1
） Pestalozzi Säm

tliche W
erke. herausgegeben von A

rtur Buchenau Eduard Spranger H
ans Stettbacher. 13. Band, 1932. 

（181

～

359

）、
長
田
新
訳
「
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
は
い
か
に
し
て
そ
の
子
を
教
う
る
か
」
長
田
新
編
『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
全
集
』
第
8
巻
平
凡
社
（1974

）、
鰺
坂
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二
夫
訳
「
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
は
如
何
に
し
て
そ
の
子
等
を
教
う
る
か
」『
世
界
教
育
宝
典
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
（
3
）』
玉
川
大
学
出
版
部
（1952

）、
長
尾
十

三
二
、
福
田
弘
訳
『
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
児
童
教
育
法
』
明
治
図
書
（1976

）
等
を
参
考
と
し
た
。
さ
ら
に
、K

äte Silber

、,,Pestalozzi

～ D
er 

M
ensch und sein W

erk. 1957.

及
び
こ
の
書
の
訳
書
、『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
～
人
間
と
事
業
～
』
前
原
寿
訳
を
参
考
に
し
た
。

（
2
） 
ザ
ル
ツ
マ
ン
（Salzm

ann, Christian Gotthilf, 1744

～1811

）、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
と
同
時
代
を
生
き
た
。
汎
愛
派
に
属
す
る
著
名
な
教
育
実
践

家
で
あ
り
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
。
イ
エ
ナ
大
学
で
神
学
を
修
め
牧
師
と
な
り
、
民
衆
の
惨
状
に
接
し
て
、
民
衆
救
済
の
方
途
と
し
て
民
衆
教

育
の
重
要
性
に
着
眼
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
七
七
四
年
に
ゴ
ー
タ
公
エ
ル
ン
ス
ト
二
世
後
援
を
得
て
シ
ュ
ネ
ッ
ペ
ェ
ン
タ
ー
ル
に
自
分
の
学
校
を

創
設
し
て
、
生
涯
を
自
己
の
教
育
理
念
に
基
づ
く
教
育
実
践
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
だ
。
ザ
ル
ツ
マ
ン
の
め
ざ
す
教
育
目
的
は
「
健
康
で
壮
快
で
理

性
的
で
善
良
な
人
間
を
形
成
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
教
育
実
践
家
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
教
育
著
作
家
と
し
て
も
名
声
を
博
し
て
い

た
。
代
表
的
著
作
と
し
て
『
蟹
の
小
本
～
不
合
理
な
児
童
教
育
法
』（1780

）『
コ
ン
ラ
ー
ト
・
キ
ー
フ
ァ
ー
～
合
理
的
な
児
童
教
育
法
』（1796

）

『
蟻
の
小
本
～
合
理
的
な
教
育
者
教
育
法
』（1806

）
な
ど
有
名
で
あ
る
。
研
究
書
と
し
て,,C. G. SA

LZM
A

N
N

-BIBLIO
GRA

PH
IE ,, U

nter 
Berücksichtigung von Besitznachw

eisen in Bibliotheken, herausgegeben von W
olfgang Pfauch und Reinhard Röder.

（1981

） . 

拙
論
『
わ
が
国
に
お
け
る
ザ
ル
ツ
マ
ン
の
教
育
思
想
の
受
容
』
流
通
経
済
大
学
論
集
、vol, 18-4.

（1984

）

（
3
） 

ケ
テ
ー
・
ジ
ル
バ
ー
（K

äte Silber 1902-1979

）
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
研
究
の
新
し
い
世
界
を
拓
い
た
代
表
者

の
一
人
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
彼
女
の
苦
難
に
満
ち
ら
生
涯
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
彼
女
は
、
東
部
ド
イ
ツ
に
生
ま

れ
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ボ
ー
ゼ
ン
で
ギ
ム
ナ
ー
ジ
ュ
ム
を
終
え
た
後
、
一
九
二
七
年
か
ら
三
一
年
ま
で
ベ
ル
リ
ー
ン
大
学
で
ド
イ
ツ
文
学
・
歴
史
な
ら
び

に
哲
学
を
専
攻
し
、
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
（E, Spanger

）
の
も
と
で
一
九
三
二
年
、『
ア
ン
ナ
・
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
＝
シ
ュ
ル
テ
ス
と
ペ
ス
タ
ロ
ッ

チ
ー
を
め
ぐ
る
婦
人
た
ち
』（,,A

nna Pestalozzi-Schultheβ
 und der Frauenkreis und Pestalozzi ,, 1932

）
と
い
う
論
文
で
、
哲
学
博
士
の

学
位
を
取
得
し
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
ナ
チ
ス
の
台
頭
は
、
こ
の
俊
才
の
運
命
を
大
き
く
左
右
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
系
な
る
が
ゆ
え
に
市
民
権
を

剥
奪
さ
れ
、
一
切
の
公
職
か
ら
閉
め
出
さ
れ
た
が
、
当
時
の
逼
迫
し
た
状
況
の
な
か
で
数
年
間
、
恩
師
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
教
授
の
助
手
と
し
て
物
質

的
・
精
神
的
に
支
え
ら
れ
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
研
究
に
専
念
で
き
た
こ
と
は
、
彼
女
の
生
涯
に
お
い
て
忘
れ
難
い
思
い
で
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
一

九
三
〇
年
代
の
お
わ
り
ま
で
、
ベ
ル
リ
ー
ン
の
『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
＝
フ
レ
ー
ベ
ル
館
』
で
幼
稚
園
な
ら
び
に
小
学
校
低
学
年
の
為
の
教
師
の
養
成

に
尽
力
し
た
。
さ
ら
に
、
さ
さ
や
か
な
ユ
ダ
ヤ
人
学
校
の
教
師
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
教
育
に
携
わ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
三
九
年
七
月
、
非
人

道
的
な
ナ
チ
ス
の
弾
圧
政
策
と
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
に
身
の
危
険
を
感
じ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
に
亡
命
し
た
。

 

そ
の
間
ド
イ
ツ
で
は
一
家
離
散
し
、
彼
女
の
身
内
は
す
べ
て
ナ
チ
ス
の
た
め
に
殺
害
さ
れ
た
。

 

一
九
四
四
年
に
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
の
ド
イ
ツ
語
の
非
常
勤
講
師
な
ら
び
に
同
市
の
師
範
学
校
の
代
用
教
員
と
し
て
の
職
を
見
い
だ
す
ま
で
、
彼
女
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は
異
国
で
の
知
り
合
い
の
な
い
孤
独
な
貧
し
い
歳
月
を
家
政
婦
と
な
っ
て
過
ご
し
た
。
一
九
七
六
年
三
月
、
エ
デ
ィ
バ
ラ
大
学
を
辞
す
る
ま
で
三
〇

余
年
間
、
同
大
学
の
ド
イ
ツ
語
の
講
師
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
決
し
て
彼
女
に
ふ
さ
わ
し
い
職
種
で
は
な
く
、
正
式
な
大
学
講
師
の
称
号
も
与
え

ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
女
の
半
生
は
、
も
っ
は
ら
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
研
究
に
捧
げ
ら
れ
た
と
云
っ
て
よ
い
。
学
位
論
文

の
ほ
か
に
、『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
理
想
の
女
性
、
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
』（1953

年
）、
主
著
『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
・
人
と
事
業
』（1957

年
）
な
ど
多
数

の
執
筆
活
動
、
と
り
わ
け
、『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
著
作
全
集
』（
校
訂
版
）
第
二
六
・
二
七
巻
の
共
同
編
集
者
と
し
て
の
業
績
は
、
特
筆
に
値
す
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
そ
の
数
奇
な
生
涯
に
と
っ
て
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
ジ
ル
バ
ー
の
心
の
支
え
で
あ
り
、
導
き
の
星
で
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
4
） K

ete Silber, ,,Pestalozzi, D
er M

ensch und sein W
erk ,, （1959

） s, 126.

（
5
） 

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
・
ハ
ウ
ス
（Pesutalozzihaus

）
は
，
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
の
下
町
のK

ornhausgasse 7, Burgdorf BE. 

に
現
在
も
あ
る
。

（
6
） K

ete, Silber. ditto, ss, 126-7.

（
7
） Pestalozzi Säm

tliche W
erke. 13. Band. Schriften aus der Zeit von, 1799-1801.

 
bearbeitet von H

erbert Schönebaum
, K

urt Schreinert. 1932. ss, 272-3.

（
8
） Edard Spranger. ,,Pestalozzis D

enkform
en ,,

（1961

）s, 55.

な
お
、
吉
本
均
教
授
の
翻
訳
『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
研
究
・
教
育
の
思
考
形
式
』

（
明
治
書
院1962

）
の
「
日
本
語
版
へ
の
序
文
」
の
中
で
、
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
こ
の
書
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー

は
、
彼
の
時
代
に
も
、
後
世
に
も
、
ほ
か
の
多
く
の
て
ん
で
も
、
重
要
な
貢
献
は
、
ま
こ
と
に
、
彼
が
真
の
国
民
学
校
の
思
想
を
把
握
し
た
と
い
う

こ
と
、
つ
ま
り
、
単
に
特
権
階
級
に
対
し
て
で
は
な
く
民
衆
の
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
平
等
に
定
め
ら
れ
た
学
校
と
い
う
思
想
、
そ
し
て

す
べ
て
の
子
ど
も
を
、
単
に
彼
ら
の
生
計
維
持
や
社
会
の
単
な
る
自
己
保
存
の
た
め
で
は
な
く
、
完
全
に
発
達
し
た
人
間
に
ま
で
教
育
す
る
学
校
と

い
う
思
想
を
把
握
し
た
点
に
在
る
と
言
え
よ
う
。」

（
9
） Pestalozzi Säm

tliche W
erke. 13. Band, Schriften aus der Zeit von 1799-1801. bear beitet von H

erbert Schönebaum
 K

urt 
Schreinert

（1932

） . s, 183.

（
10
） ditto, s, 184.

（
11
） 

現
在
の
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
歴
史
博
物
館
（Schlossm

useum
 Burgdorf

）
の
開
館
時
間
は
、
四
月
か
ら
一
一
月
ま
で
は
、
日
曜
日
を
除
い
て
、14

：00

～17

：00

時
、
日
曜
日
は
、11

：00

～17

：00

時
、
一
一
月
か
ら
三
月
ま
で
は
、
日
曜
だ
け11

：00

～17

：00

ま
で
開
館
し
て
い
る
。

（
12
） ,,W

esen und Zw
eck der M

ethode ,,

（1802

）
こ
の
論
文
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
生
存
中
に
は
印
刷
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
論
文
は
『
ゲ
ル
ト

ル
ー
ト
は
い
か
に
し
て
そ
の
子
を
教
う
る
か
』
の
縮
図
版
と
云
っ
て
も
よ
い
。
彼
が
そ
の
著
作
に
お
い
て
追
求
し
た
認
識
・
技
能
お
よ
び
宗
教
教
育
、
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道
徳
教
育
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
内
容
的
に
も
形
式
的
に
も
実
に
よ
く
洗
練
さ
れ
、
極
め
て
整
然
と
定
式
化
去
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
論
文

は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
メ
ト
ー
デ
の
本
質
的
な
も
の
の
よ
き
展
望
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
論
文
は
、,,Pestalozzi Säm

tliche 
W

erke ,,. 14. Band. Schriften aus der Zeit von 1801-1803. bearbeitet von Em
anual D

ejung, W
alter Feilichfeld, Fales W

alter 
K

lauser, A
lfred Rufer, H

erbert Schönebaum
. 1952. 

所
収
第
一
四
論
文
。D

enkschrift an die Pariser Freunde über ,,W
esen und 

Zw
eck der M

ethode ,,. D
ezem

ber 1802.

（
13
） Pestalozzi Säm

tliche W
erke ,,. 13. Band. ditto, s, 183.

（
14
） ditto, s, 183.

（
15
） ditto, s, 184.

（
16
） ditto, s, 184.

（
17
） ditto, s, 202.

（
18
） ditto, ss, 202-203.

（
19
） ditto, ss, 205-209.

（
20
） ditto, s, 211.

（
21
） ditto, s, 221.

（
22
） ditto, ss, 221-222.

（
23
） ditto, s, 223.

（
24
） ditto, ss, 224-225.

（
25
） ditto, s, 225.

（
26
） ditto, s, 226.

（
27
） ditto, s, 227.

（
28
） ditto, s, 230.

（
29
） ditto, ss, 231-232.

（
30
） ditto, s, 233.

（
31
） ditto, s, 233.

（
32
） ditto, s, 235.
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（
33
） ditto, s, 237.

（
34
） ditto, s, 238.

（
35
） ditto, s, 239.

（
36
） ditto, s, 240.

（
37
） 
ド
ウ
・
ガ
ン
（Roger de guim

ps

）,,H
istoire de J, H

. Pestalozzi, sa vie et sa pensee, 

（1874

）
新
堀
通
也
訳
『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
伝
─
そ
の

生
涯
と
思
想
─
』
学
芸
図
書
（1955

）　257

頁
．

（
38
） Pestalozzi Säm

tliche W
erke, 13. Band. s, 240.

（
39
） ditto, s, 241.

（
40
） ditto, s, 241.

（
41
） ditto, s, 242.

（
42
） ditto, s, 242.

（
43
） ditto, s, 243.

（
44
） ditto, s, 244.

（
45
） ditto, s, 247.

（
46
） ditto, s, 248.

（
47
） ditto, s. 248.

（
48
） Pestalozzi Säm
tliche W

erke, 13. Band, Schriften aus der Zeit von 1799-1801. be-arbeibeitet von H
erbert Schönebaum

 K
urt 

schreinert. ,,D
ie M

ethode, Eine D
enks chrift Pestalozzi ,s. 27. Juni 1800.

こ
の
『
メ
ト
ー
デ
』
は
、
ブ
ル
グ
ド
ル
フ
の
小
学
校
に
お
け
る

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
成
功
を
心
か
ら
喜
ん
だ
彼
の
協
力
者
シ
ュ
タ
ッ
プ
ァ
ー
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
と
か
く
軽
視
さ
れ
が
ち
の
教
育
思
想
を
広
く

広
め
る
た
め
に
、
一
八
〇
〇
年
の
一
月
「
教
育
協
会
」
を
作
っ
た
。
こ
の
協
会
の
求
め
に
応
じ
て
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
自
ら
説
明
書
を
作
っ
た
の
が
、

こ
の
『
メ
ト
ー
デ
』（M

ethode

）
で
あ
る
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
『
メ
ト
ー
デ
』
は
狭
く
教
育
の
方
法
の
み
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
て
人
間
教
育
の
全
体
を
捉
え
て
彼
は
「
方
法
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
『
メ
ト
ー
デ
』
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
教
育
論
の
最
初
の
組
織
的
理

論
的
叙
述
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
か
ら
、
こ
の
『
メ
ト
ー
デ
』
は
彼
の
教
育
論
の
序
曲
と
言
え
る
。

（
49
） Pestalozzi Säm

tliche W
erke. 13. Band. Schriften aus der Zeit von 1799-1801. bearbeitet von H

erbart Schönebaum
, K

urt 
Schreinert. s, 249.
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（
50
） K

äte Silber. ss, 129, 

参
照
：
ジ
ル
バ
ー
は
《
直
観,,A

nschauung ,,

》
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。《
直
観
》
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
す
べ
て

の
概
念
の
う
ち
で
も
っ
と
も
難
解
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
概
念
は
き
わ
め
て
多
義
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
な
か
に
は
彼
の
人
生
観
の
二

つ
の
側
面
が
交
錯
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
は
、
コ
メ
ニ
ュ
ウ
ス
や
汎
愛
主
義
者
た
ち
の
よ
う
に
、「
感
覚
的
直
観
」
で
使
っ
て
い
る
い
る
場
合

と
、
彼
は
、
た
だ
目
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
五
官
に
よ
る
事
物
の
把
握
と
考
え
て
い
る
。
受
動
的
で
は
な
く
、
能
動
的
な
力
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

（
51
）ditto, ss, 250-251.

（
52
）ditto. s, 252.

（
53
） ditto, s, 252.

（
54
） ditto. s, 253.

（
55
） ditto. s, 254. 
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
こ
こ
で
言
う
《
悟
性: V

erstand

》
は
、K

ant

の
言
う
よ
う
に
感
性
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
認
識
へ
と
構
成
す

る
能
力
で
理
性
と
感
性
の
中
間
に
あ
り
、
科
学
的
思
考
の
主
体
と
し
て
明
晰
》
な
思
考
へ
と
導
く
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

（
56
） ditto. s, 254.

（
57
） ditto. s, 255.

（
58
） ditto. s, 256.

（
59
） ditto. s, 257.

（
60
） ditto. s, 257.

（
61
） ditto. s, 258.

（
62
） ditto, s, 260.

（
63
） ditto. s, 265.

（
64
） ditto, s, 266.

（
65
） ditto, s, 281.

（
66
） ditto, s, 297.

（
67
） ditto, s, 298.

（
68
） ditto, s, 298.

（
69
） ditto, s, 299.

（
70
） ditto, s, 304.
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（
71
） ditto, s, 305.

（
72
） ditto, s, 305.

（
73
） ditto, s, 306.

（
74
） ditto, s, 308.

（
75
） ditto, s, 308.

（
76
） ditto, s, 308.

（
77
） ditto, s, 309.

（
78
） 

読
み
・
書
き･
算
の
三
つ
の
能
力
は
、
産
業
構
造
の
急
激
な
変
化
の
中
で
素
朴
な
ス
イ
ス
の
農
村
地
帯
ま
で
商
品
経
済
が
浸
透
し
、
農
村
分
解
が
急

速
に
進
行
し
て
行
く
な
か
で
、
貧
し
い
農
民
の
子
ど
も
た
ち
は
、
読
み
・
書
き
・
算
と
い
基
礎
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
焦
眉
の
課
題
で
あ
っ
た

（
79
） ditto, s, 310.

（
80
） ditto, s, 322

。

（
81
） 

ド
ゥ
・
ガ
ン
（Roger de Guim

ps, 1812-1894

）,,H
istoire de K

. H
. Pestalozzi, sa vie et sa pensee ,,, 1874.

） .

新
堀
通
也
訳
『
ペ
ス
タ
ロ
ッ

チ
伝
─
そ
の
生
涯
と
思
想
─
』
学
芸
図
書
、
一
九
五
七
。
二
八
七
頁
。

（
82
） ditto, ss, 310-311.

（
83
） ditto, s, 311.

（
84
） ditto, s, 321.

（
85
） ditto, s, 322.

（
86
） ditto, s, 322

（
87
） ditto, s. 322,

（
88
） ditto, s. 323-4.

（
89
） ditto, s. 327.

（
90
） ditto, s, 328.

（
91
） ditto, s, 329.

（
92
） ditto. s. 334.

（
93
） ditto, s, 334.
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（
94
） ditto, s, 334.

（
95
） ditto, s, 335.

（
96
） ditto, s, 335.

（
97
） ditto, s, 336.

（
98
） ditto, s, 337.

（
99
） ditto, s, 338.

（
100
） ditto, s, 339

（
101
） ditto, 340.

（
102
） 

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
人
間
的
感
性
の
豊
か
さ
を
ど
の
よ
う
に
育
て
る
か
大
き
な
課
題
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
論
究
は
、
第
一
二
の
書
簡
で
は
途
中

で
終
わ
っ
て
い
る
。
別
な
機
会
と
は
、『
体
育
論
』（1807

年
）
の
中
で
論
究
し
て
い
る
。

（
103
） ditto, s, 341.

（
104
） ditto, s, 341.

（
105
） ditto, s, 341.

（
106
） ditto, s, 342.

（
107
） ditto, s, 342.

（
108
） ditto, s, 342.

（
109
） ditto, ss, 343-4.

（
110
） ditto, s, 344.

（
111
） ditto, s, 349.

（
112
） ditto, s, 349.

（
113
） ditto, s, 350.

（
114
） ditto, s, 351.

（
115
） ditto, s, 352.

（
116
） ditto, s, 353.

（
117
） ditto, s, 354.
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（
118
） ditto, ss, 354-5.

（
119
） K

äte Silber, Pestalozzi, D
er M

ensch und sein W
erk. （1975

）  s, 138.
（
120
） Johann H

einrich Pestalozzi. Säm
tliche W

erke. K
ritische A

usgabe.

（1926

）13. Band. s, 355
（
121
） ditto, ss, 355-6.

（
122
） Roger de Guim

ps, ,,H
istoire de J. H

. Pestalozzi, sa vie et sa pensee, 

（1874

） 

新
堀
通
也
訳
『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
伝
─
そ
の
生
涯
と
思
想
─
』

学
芸
図
書
（1955

） . 282-3

頁
。

（
123
） K

äte Silber, Pestalozzi, D
er M

ensch und sein, W
erk. （1975

）  s, 133-4.

 

（
以
上
）




