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一
、
教
育
の
中
の
感
情

　

学
校
教
育
に
つ
い
て
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
も
の
は
、
知
識
や
思
考
の
た
め
の

教
科
の
学
習
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
感
情
に
関
わ
る
教
育
も
ま
た

重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
文
部
科
学
省
の
『
幼
稚
園
教
育
要

領
』（
平
成
二
九
年
三
月
公
示
）
で
は
、
感
情
の
体
験
、
表
現
、
共
有
が
「
人

間
関
係
」
や
「
言
葉
」
な
ど
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る（
  1
）

。
そ
れ
で
は
、

小
学
校
以
降
で
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う

と
、
た
と
え
ば
、『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
』（
同
）
の
「
解
説
」
で
は
、「
総
則
」

で
「
自
己
の
感
情
や
行
動
を
統
制
す
る
力
」（
  2
）

と
、
感
情
そ
の
も
の
の
人
間

に
と
っ
て
の
役
割
と
は
少
し
違
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、「
い
わ

ゆ
る
キ
レ
る
子
ど
も
の
存
在
」（
  3
）

は
、
自
己
の
感
情
を
統
制
で
き
な
い
こ
と

と
直
結
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
人
間
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
個
人
の
幸
福
だ

け
に
つ
い
て
考
え
て
も
、
い
わ
ゆ
る
負
の
感
情
と
い
う
の
は
、
何
ら
か
の
か
た

ち
で
対
処
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
感
情
は
ど
の
よ
う
に
統
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

先
の
引
用
の
部
分
は
、
前
後
も
含
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

児
童
一
人
一
人
が
よ
り
よ
い
社
会
や
幸
福
な
人
生
を
切
り
拓ひ

ら

い
て
い
く

た
め
に
は
、
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
も
含
め
た
学
び
に
向
か
う

力
や
、
自
己
の
感
情
や
行
動
を
統
制
す
る
力
、
よ
り
よ
い
生
活
や
人
間
関
係

を
自
主
的
に
形
成
す
る
態
度
等
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
自
分
の
思
考

や
行
動
を
客
観
的
に
把
握
し
認
識
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
メ
タ
認
知
」
に
関
わ

る
力
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
力
は
、
社
会
や
生
活
の
中
で
児
童
が

様
々
な
困
難
に
直
面
す
る
可
能
性
を
低
く
し
た
り
、
直
面
し
た
困
難
へ
の
対

処
方
法
を
見
い
だ
し
た
り
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
重
要
な
力

で
あ
る
。（
  4
）

　

思
考
や
行
動
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
「
客
観
的
に
把
握
し
認
識
す
る
」
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
感
情
に
つ
い
て
は
、「
メ
タ
認
知
」
が
可
能
か

ど
う
か
も
、
こ
の
記
述
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
思
考
に
つ
い
て

思
考
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
感
情
に
つ
い
て
の
感
情
と
い
う
の
は
あ
り
得
ず
、

知
識
と
感
情
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
の
芸
術
教
育
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感
情
に
関
し
て
の
「
メ
タ
」
は
、
感
情
に
つ
い
て
の
思
考
の
か
た
ち
を
取
る
し
か

な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
感
情
に
つ
い
て
思
考
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

感
情
は
、
ま
ず
、
感
情
を
と
も
な
う
経
験
と
し
て
、
そ
の
経
験
の
状
況
、
あ
る

い
は
、
そ
の
状
況
の
中
で
の
行
動
と
と
も
に
あ
る
も
の
だ
ろ
う
。
感
情
そ
の
も

の
と
し
て
単
独
で
存
在
す
る
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
漠
然
と

何
か
を
感
じ
て
い
る
の
で
し
か
な
く
、
も
ち
ろ
ん
個
別
化
さ
れ
た
感
情
で
は
な

く
、
そ
れ
が
感
情
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
の
も
、
そ
う
認
識
さ
れ
た
う
え
で
思

考
の
対
象
と
さ
れ
る
の
も
、
た
と
え
ば
、
何
に
対
す
る
感
情
か
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
感
情
は
行
動
や
状
況
を
通
し
て
思
考

す
る
し
か
な
い
が
、
そ
こ
で
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
行
動
や
状
況
を

「
客
観
的
に
把
握
し
認
識
」
す
れ
ば
、
そ
れ
に
と
も
な
う
感
情
も
把
握
し
て
い
る

の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
で
き
て
い
な
け
れ
ば
、
行
動

を
統
制
し
て
も
感
情
を
統
制
し
て
は
い
な
い
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま

り
、
感
情
を
統
制
す
る
た
め
に
は
、
感
情
と
思
考
と
を
結
び
付
け
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
簡
単
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

行
動
な
ど
を
思
考
し
て
も
、
そ
こ
で
感
情
も
と
も
に
思
考
さ
れ
て
い
る
の
か
ど

う
か
を
判
断
す
る
こ
と
す
ら
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
の
示
唆
を
与
え

て
く
れ
る
の
が
、
ハ
リ
ー
・
Ｓ
・
ブ
ラ
ウ
デ
ィ
の
、「
感
情
の
あ
る
知
識
と
知
識

の
あ
る
感
情
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
で
あ
る
（Broudy 1987: 10f

）。

二
、
知
識
と
感
情

　

知
識
は
、
一
般
化
、
体
系
化
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
昆
虫
の

生
態
を
観
察
す
る
と
き
、
観
察
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
つ
の
個
別
の

昆
虫
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
観
察
さ
れ
た
こ
と
は
、
同
種

の
昆
虫
に
も
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
同
類
の
も
の
へ
と
い

う
よ
う
に
、
ひ
い
て
は
、
生
物
一
般
や
生
命
の
認
識
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

あ
る
い
は
、
歴
史
上
の
出
来
事
を
学
習
す
る
際
、
そ
の
出
来
事
の
原
因
と
な
っ

た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
出
来
事
が
原
因
と
な
っ
て
生
じ
た
こ
と
と
い
う
つ
な
が

り
の
中
で
捉
え
、
さ
ら
に
は
、
同
様
の
因
果
関
係
が
他
の
時
、
他
の
場
所
で
も

存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
、
歴
史
の
「
法
則
」
へ
と
思
考
を
進

め
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
人
間
の
経
験
が
す
べ
て
一
般
化
、
体
系
化

を
目
ざ
し
て
い
る
わ
け
で
も
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ

れ
ば
か
り
か
、「
経
験
に
は
、
概
括
的
で
体
系
的
な
思
考
を
超
え
て
い
く
、
あ

る
い
は
、
そ
の
前
に
現
れ
る
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
る
」（Broudy 1987: 10

）。

ブ
ラ
ウ
デ
ィ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
経
験
が
最
も
単
純
な
か
た
ち
を
取
っ

た
場
合
が
、「
友
好
的
で
あ
れ
敵
対
的
で
あ
れ
、
人
や
物
に
対
す
る
態
度
」

（Broudy 1987: 10

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
条
件
づ
け
、
す
な
わ
ち
、
た
と
え

ば
正
解
を
出
し
た
場
合
に
は
褒
美
を
、
不
正
解
の
場
合
に
は
罰
を
与
え
る
と

い
っ
た
こ
と
を
通
し
て
学
習
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
態

度
」
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
喜
び
、
恐
れ
、
快
、
不
快
と
い
っ
た
感
情
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
態
度
の
対
象
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
感
情
と
と
も
に
あ
り
、
そ

の
感
情
は
、
対
象
の
見
方
に
も
影
響
す
る
。
た
と
え
ば
、「
蜂
に
刺
さ
れ
る
こ

と
に
一
度
遭
遇
す
る
と
、
こ
の
昆
虫
を
生
涯
に
わ
た
り
怖
が
る
態
度
を
生
み
出

す
」（Broudy 1987: 10

）
こ
と
も
あ
る
の
は
、
蜂
に
つ
い
て
の
知
識
に
恐
れ
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の
感
情
が
入
り
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
り
、
蜂
が
他
の
動
物
を
刺
す
昆
虫
だ
と

い
う
知
識
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
が
自
分
を
刺
す
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
れ

に
つ
な
が
る
と
い
っ
た
順
序
を
踏
む
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
、
刺
さ
れ
る
恐

怖
が
言
わ
ば
貼
り
付
い
て
い
る
も
の
と
し
て
、
蜂
を
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
刺
す
蜂
と
刺
さ
な
い
蜂
、
蜂
が
刺
す
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
か
な

ど
の
知
識
を
十
分
に
持
て
ば
、
恐
怖
も
減
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と

も
、
蜂
に
つ
い
て
の
知
識
に
よ
っ
て
蜂
が
刺
す
か
ど
う
か
の
判
断
を
完
璧
に
で

き
る
と
思
え
る
ま
で
は
、
そ
の
感
情
は
続
く
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
と
り
わ
け
芸
術
教
育
の
点
か
ら
重
要
な
こ
と
と
し
て
、「
美
的

経
験
に
お
い
て
は
、
感
情
は
考
え
と
混
じ
り
合
っ
て
感
情
の
イ
メ
ー
ジ
を
生

み
出
す
。
感
情
の
あ
る
認
識
で
も
あ
る
こ
の
認
識
的
感
情
は
、
美
学
の
領
域
、

す
な
わ
ち
、
知
識
の
あ
る
感
情
と
感
情
の
あ
る
知
識
の
領
域
を
構
成
す
る
」

（Broudy 1987: 11

）。
つ
ま
り
、
美
的
経
験
の
性
質
か
ら
し
て
、
感
情
と
不

可
分
の
か
た
ち
で
の
知
識
、
知
識
と
不
可
分
の
か
た
ち
で
の
感
情
を
教
育
す
る

た
め
に
は
、
芸
術
教
育
が
有
効
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も

そ
の
よ
う
な
教
育
が
必
要
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
た
め
に
も
考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
と
し
て
、
感
情
が
知
識
と
と
も
に
あ
る

の
は
、
経
験
の
一
つ
の
「
タ
イ
プ
」
で
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

波
多
野
完
治
は
、
認
識
と
感
情
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
正
し
い
知
識
を
持
つ

こ
と
、
つ
ま
り
認
識
が
な
け
れ
ば
何
事
も
始
ま
ら
な
い
が
、
認
識
で
終
わ
る
わ

け
で
は
な
い
と
し
て
（
波
多
野 

一
九
九
〇
、 

一
八
五
）、
次
の
よ
う
な
説
明
を

し
て
い
る
。

認
識
は
物
や
人
に
つ
い
て
の
「
構
造
」
を
つ
か
ま
せ
る
が
、
そ
れ
が
ど
う
い

う
価
値
を
も
っ
て
い
る
か
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
自
分
は
こ
れ
か
ら
ど
う
し

た
ら
い
い
か
、
と
い
う
行
動
へ
の
起
爆
力
を
認
識
は
も
た
な
い
。
い
や
、
ど

う
し
た
ら
い
い
か
、
と
い
う
の
も
一
種
の
認
識
だ
と
す
る
と
、
そ
こ
ま
で
は

知
性
が
や
っ
て
く
れ
る
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
で
お
わ
り
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
さ
き
の
「
行
動
」
を
お
こ
す
の
は
、
認
識
の
し
ご
と
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
そ
う
し
て
そ
こ
に
「
感
情
」
の
役
割
が
あ
る
の
で
あ
る
。（
波
多
野 

一
九
九
〇
、 

一
八
六
）

つ
ま
り
、「
認
識
に
は
か
な
ら
ず
、「
感
情
」が
つ
い
て
ま
わ
る
の
で
あ
る
。」（
波

多
野 

一
九
九
〇
、 

一
八
七
）

　

波
多
野
は
、
人
間
の
発
達
の
六
つ
の
段
階
を
考
え
て
、「
認
識
と
感
情
と
の

並
行
的
発
達
」（
波
多
野 

一
九
九
〇
、 

一
九
六
）
を
説
明
し
て
お
り
、
そ
の
う

ち
、
芸
術
の
視
点
か
ら
ま
ず
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
第
五
段
階
で
あ

る
。
こ
の
段
階
は
、
知
能
に
関
し
て
は
七
～
一
一
歳
ご
ろ
に
相
当
し
、
六
か
月

か
ら
一
歳
半
な
い
し
二
歳
の
時
期
の
第
三
段
階
か
ら「
認
識
と
感
情
の
同
時
性
」

（
波
多
野 

一
九
九
〇
、 

二
二
三
）
は
あ
る
も
の
の
、
第
四
段
階
（
三
歳
か
ら
五
、

六
歳
）
ま
で
は
「
知
性
は
感
情
を
知
ら
ず
、
感
情
は
知
性
を
知
ら
な
い
」（
波

多
野 

一
九
九
〇
、 

二
七
〇
）
と
い
う
関
係
で
あ
っ
た
も
の
が
、

知
性
は
自
己
の
感
情
を
「
意
識
」
し
は
じ
め
る
。
そ
う
し
て
そ
の
こ
と
と
関

連
し
て
、
知
性
は
感
情
を
「
理
論
化
」
し
「
正
当
化
」
し
よ
う
と
す
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
一
つ
は
、
感
情
の
「
保
存
」
す
な
わ
ち
感
情
の
「
固
定
化
」
と
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い
う
こ
と
が
お
こ
り
、
こ
れ
が
「
意
志
」
と
な
る
。
も
う
一
つ
は
、
感
情
の

「
理
論
化
」
の
結
果
と
し
て
、「
感
情
の
論
理
」
と
い
う
現
象
が
お
こ
っ
て
く

る
。（
波
多
野 

一
九
九
〇
、 

二
七
〇
）

こ
の
段
階
の
知
性
の
特
徴
と
し
て
要
約
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
こ
と
の
う
ち
の
一

つ
が
、「
保
存
の
発
見
」
で
あ
る
（
波
多
野 

一
九
九
〇
、 

二
七
〇
～
二
七
二
）。

た
と
え
ば
、
綿
一
キ
ロ
と
鉄
一
キ
ロ
と
で
、
見
か
け
の
大
き
さ
の
違
い
と
い

う
「
知
覚
体
制
」
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
重
さ
が
「
保
存
」
さ
れ
る
。
こ

の
段
階
で
「
保
存
」
を
得
た
知
性
は
、「
そ
の
場
そ
の
場
の
状
況
に
左
右
さ
れ

ず
、
本
質
に
お
う
じ
た
う
ご
き
（
プ
ロ
セ
ス
）
を
と
る
よ
う
に
な
る
」（
波
多

野 

一
九
九
〇
、 

二
七
七
）
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ジ
ャ
ン
・
ピ
ア
ジ
ェ
の
所

説
に
よ
り
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

知
性
が
保
存
の
能
力
を
得
る
に
し
た
が
っ
て
、
感
情
の
領
域
で
も
そ
れ
は

「
保
存
」
の
性
質
を
得
る
。
す
な
わ
ち
子
ど
も
は
、
そ
の
場
そ
の
場
の
状
勢

に
お
う
じ
て
、
お
こ
っ
た
り
泣
い
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
事
象

に
対
し
て
一
定
の
し
か
た
で
感
情
的
に
対
処
す
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち

感
情
が
恒
常
性
を
得
て
く
る
の
で
あ
る
。（
波
多
野 

一
九
九
〇
、 

二
七
七
～

二
七
八
）

さ
ら
に
、
初
め
に
述
べ
た
学
校
教
育
の
中
で
の
感
情
と
の
関
係
で
重
視
す
べ
き

な
の
は
、
以
下
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
感
情
の
恒
常
性
、
感
情
の
保
存
が
い
ち
ば
ん
つ
よ
く
も
と
め

ら
れ
る
の
は
、「
道
徳
感
情
」ま
た
は「
道
徳
的
情
操
」で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

な
に
も
道
徳
に
か
ぎ
ら
な
い
。
人
間
関
係
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
感
情
の
保

存
は
最
小
限
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
社
会
的
諸
感
情
」は
す
べ
て「
保
存
」

を
生
命
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
波
多
野 

一
九
九
〇
、 

二
七
九
）

こ
れ
は
、「
人
間
関
係
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
感
情
の
保
存
は
最
小
限
必
要
で
あ

る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
行
動
の
基
準
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
の
「
道
徳
」
に
は
限
ら
れ
な
い
し
、
実
際
に
、「
愛
情
」
や

「
同
情
」
と
い
っ
た
感
情
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
波
多
野 

一
九
九
〇
、  

二
八
〇
）。
し
か
も
、
行
動
の
基
準
と
い
う
よ
う
に
、
規
範
化
さ
れ
た
も
の
で

な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
第
五
段
階
は
、
こ
の
よ
う
な
恒
常
的

な
確
固
た
る
社
会
的
道
徳
的
感
情
が
で
き
あ
が
っ
て
く
る
と
き
」（
波
多
野 

一
九
九
〇
、 

二
七
九
）
で
あ
り
、
こ
の
段
階
よ
り
前
の
段
階
で
も
、
親
や
教
師
か

ら
の
「
強
制
的
威
圧
に
よ
る
感
情
的
恒
常
化
」（
波
多
野 

一
九
九
〇
、 

二
七
九
）

は
あ
り
得
る
が
、
こ
の
段
階
に
な
る
と
、「
自
律
的
に
道
徳
感
情
が
定
着
し
、
固

定
さ
れ
る
に
い
た
る
」（
波
多
野 

一
九
九
〇
、 

二
七
九
）
と
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
知
性
の
保
存
が
得
ら
れ
る
段
階
に
な
る
と
、
な
ぜ
感
情
の
保
存
あ

る
い
は
恒
常
化
が
可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
波
多
野
は
（
ピ
ア
ジ
ェ
に
よ
り

つ
つ
）
道
徳
に
は
二
種
類
あ
る
と
す
る
。
一
つ
は
、「
上
か
ら
の
強
制
に
よ
っ

て
保
存
さ
れ
ざ
る
を
え
ず
に
、
行
為
の
同
一
性
が
た
も
た
れ
る
も
の
」（
波
多

野 

一
九
九
〇
、 

二
八
一
）、
も
う
一
つ
は
、「
お
た
が
い
の
相
互
理
解
、
相
互

尊
敬
に
も
と
づ
い
て
成
立
す
る
道
徳
感
情
」（
波
多
野 

一
九
九
、 

二
八
一
）
で
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あ
り
、
後
者
の
道
徳
感
情
は
「「
論
理
」
の
も
つ
特
徴
を
か
な
り
多
く
も
っ
て

い
る
」（
波
多
野 

一
九
九
〇
、 

二
八
二
）
と
す
る
。

　

こ
の
論
の
関
心
の
中
心
は
、
も
ち
ろ
ん
、
感
情
の
教
育
と
、
そ
こ
で
の
芸
術

の
役
割
に
あ
る
。
も
し
、
認
識
と
感
情
と
が
同
時
的
な
も
の
で
、
認
識
面
で
の

成
長
が
感
情
面
で
の
成
長
に
つ
な
が
る
と
す
れ
ば
、
教
育
は
も
っ
ぱ
ら
認
識
の

発
達
に
集
中
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
感
情
の
教
育
と
い
う
こ
と

を
考
え
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
第
四
段
階
以
降
の
感
情
の
発
達

が
「
主
と
し
て
対
人
関
係
お
よ
び
社
会
関
係
に
よ
っ
て
お
こ
っ
て
く
る
」（
波
多

野 

一
九
九
〇
、 

二
四
八
）
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
関
係
の
面
の
教
育
に
主
眼
を
置

く
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
芸
術
が
寄
与
す
る
余
地
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
波
多
野
自
身
が
、
感
情
の
保
存
の
た
め
に
芸
術
教
育
を
重
視
し
た

教
育
法
を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

子
ど
も
に
、
ま
ず
道
徳
教
育
を
で
は
な
く
、
ま
ず
「
芸
術
教
育
」
を
こ
こ
ろ

み
、
こ
こ
で
つ
ち
か
わ
れ
た
「
感
情
の
保
存
」
な
い
し
「
感
情
の
恒
常
性
」

を
自
力
で
道
徳
の
領
域
へ
適
用
す
る
こ
と
を
子
ど
も
に
お
し
え
る
こ
こ
ろ
み

で
あ
る
。（
波
多
野 

一
九
九
〇
、 

三
三
二
）

こ
こ
で
芸
術
教
育
を
強
調
す
る
理
由
は
、「
感
情
論
理
は
知
的
論
理
よ
り
も
も

ろ
く
、
く
ず
れ
や
す
い
」（
波
多
野 

一
九
九
〇
、 

二
八
三
）
と
こ
ろ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
の
理
由
を
、「
感
情
論
理
は
、「
知
的
論
理
」の
方
法
が「
感

情
」
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
か
た
ま
り
に
対
し
て
適
用
さ
れ
て
成
立
し
た
も
の

だ
か
ら
」（
波
多
野 

一
九
九
〇
、 

二
八
三
）
と
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
感
情

は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
「
量
」
ま
た
は
、
か
た
ま
り
で
あ
り
、
そ
れ
は
多
い
少
な
い

と
い
う
性
質
を
持
ち
、
つ
ま
り
、
感
情
の
強
い
弱
い
と
い
う
区
別
は
あ
る
が
、

そ
れ
以
外
の
性
質
は
、

す
べ
て「
認
識
」の
ほ
う
か
ら
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
感
情
自
身
に「
構

造
」
は
な
い
。
構
造
は
す
べ
て
認
識
か
ら
く
る
。
怒
り
の
感
情
、
や
さ
し
い

感
情
、
悲
し
み
の
感
情
、
喜
び
の
感
情
、
す
べ
て
知
性
が
状
況
を
認
識
し
た

と
こ
ろ
か
ら
で
て
く
る
も
の
で
あ
る
。（
波
多
野 

一
九
九
〇
、 

二
八
三
）

芸
術
教
育
の
視
点
か
ら
は
、
芸
術
の
構
造
が
感
情
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か

を
、
も
っ
と
仔
細
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
芸
術
教
育
と
感
情
と
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

芸
術
教
育
で
の
感
情
に
は
二
つ
の
柱
が
あ
る
。
一
つ
は
、
芸
術
成
立
の
基

本
原
理
と
し
て
の
感
情
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
感
情
の
保
存
」
と
し
て
、
小
学

校
高
学
年
か
ら
中
学
へ
か
け
て
成
立
す
る
。
先
生
は
こ
の
傾
向
を
の
ば
せ
ば

よ
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
い
う
基
本
だ
け
で
は
芸
術
は
で
き
な
い
。
芸
術
作
品
は
、

こ
の
基
本
を
一
つ
一
つ
の
表
現
に
、「
異
な
っ
た
形
」
で
固
定
、
定
着
さ
せ

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
芸
術
は
「
知
覚
」
ま
た
は
映
像
（
文
学
や
抽
象
画
の
ば

あ
い
）が
生
命
で
あ
る
。
基
本
原
理
ば
か
り
い
く
ら
よ
く
て
も
、
そ
れ
の「
造

形
」
す
な
わ
ち
目
の
ま
え
の
作
品
へ
の
具
体
化
が
よ
く
な
く
て
は
ダ
メ
で
あ

る
。（
波
多
野 
一
九
九
〇
、 

三
三
三
）
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感
情
が
芸
術
成
立
の
基
本
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
説
明
さ
れ
て
お

ら
ず
、
保
存
さ
れ
た
感
情
が
作
品
と
し
て
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
る
か
と
い

う
点
も
明
確
で
な
い
が
、
具
体
化
さ
れ
た
作
品
に
は
構
造
が
あ
る
。
た
だ
し
、

感
情
の
保
存
か
ら
具
体
化
へ
と
い
う
順
序
関
係
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
疑
問

で
、
具
体
化
さ
れ
て
構
造
を
与
え
ら
れ
た
か
た
ち
に
お
い
て
感
情
が
保
存
さ
れ

て
い
る
の
か
も
し
れ
ず
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
具
体
化
が
良
い
か
ど
う
か
は
そ

れ
ほ
ど
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
そ
の
視
点

か
ら
芸
術
と
感
情
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
波
多
野
が
芸

術
感
情
を
や
し
な
う
こ
と
を
道
徳
教
育
に
役
だ
た
せ
る
う
え
で
最
も
効
果
が
あ

る
と
し
て
い
る
の
は
、
小
説
を
読
ま
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

小
説
に
は
、
芸
術
の
中
心
課
題
で
あ
る
「
人
間
性
」
の
美
を
あ
つ
か
っ
た
も

の
の
ほ
か
、「
人
間
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
と
い
う
道
徳
問
題
を
あ
つ
か
っ

た
も
の
も
多
い
か
ら
だ
。（
波
多
野 

一
九
九
〇
、  

三
三
四
～
三
三
五
）

　

小
説
に
は
登
場
人
物
が
お
り
、
他
の
人
物
や
様
々
な
出
来
事
と
の
関
連
で
経

験
す
る
感
情
が
描
写
さ
れ
、
固
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
読
む
者
に
と
っ
て
も
そ

こ
に
は
感
情
の
保
存
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
芸
術
感
情
が

道
徳
感
情
に
つ
な
が
る
の
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
、
も
し
か
し
た
ら
、
小
説
に
よ

る
感
情
と
道
徳
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
り
続
け
は
し
な
い
か
、
ま
た
、
つ
な
が

る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
つ
な
げ
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

三
、
芸
術
と
感
情

　

芸
術
が
感
情
と
何
ら
か
の
か
た
ち
で
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
自
体
は
、

検
討
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
芸
術
は
満
足
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る

い
は
、
芸
術
に
感
動
す
る
と
い
う
と
き
も
、
感
情
の
存
在
を
意
味
し
て
い
る
。

し
か
し
、
芸
術
が
関
わ
る
感
情
は
、
そ
の
よ
う
な
、
作
品
を
全
体
と
し
て
味
わ

う
こ
と
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
小
説
を
読
む
と

き
、
主
人
公
の
感
情
を
自
分
も
感
じ
、
そ
の
感
情
と
と
も
に
様
々
な
出
来
事
に

関
わ
る
。
常
に
主
人
公
の
視
点
を
採
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
第
一
に
は
主
人
公

の
位
置
に
自
分
を
置
く
だ
ろ
う
し
、
他
の
人
物
や
語
り
手
の
視
点
を
採
る
場
合

も
、
や
は
り
、
そ
の
者
の
感
情
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
主
人
公
と

同
じ
感
情
を
読
者
が
持
っ
て
い
る
、
た
と
え
ば
、
主
人
公
に
激
し
い
怒
り
が
あ

る
と
き
、
全
く
同
じ
よ
う
に
読
者
も
怒
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
の
点
は
後
で
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

小
説
以
外
で
も
、
演
劇
、
映
画
、
ド
ラ
マ
な
ど
、
登
場
人
物
が
い
て
、
物
語

性
の
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
は
、
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
あ
る
い
は
、
人
間
が

描
か
れ
た
絵
画
、
と
り
わ
け
人
物
画
や
、
人
間
の
形
を
持
つ
彫
刻
な
ど
も
、
そ

の
表
情
や
身
体
の
態
勢
を
見
る
こ
と
を
通
し
て
感
情
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
そ
の

一
方
で
、
人
物
が
登
場
し
な
い
風
景
画
や
抽
象
画
、
音
楽
で
も
特
に
器
楽
は
、

少
な
く
と
も
こ
こ
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
明
示
的
な
感
情
と
の
関
わ
り
は
持
た

ず
、
つ
ま
り
、
一
口
に
芸
術
と
い
っ
て
も
、
感
情
と
の
関
わ
り
方
の
点
で
は
、

ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
違
い
を
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

音
楽
に
関
し
て
は
、「「
感
情
の
表
現
」が
音
楽
の
内
容
で
は
な
い
」（H

anslick 
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1854: 20

）
と
主
張
す
る
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
に
し
て
も
、
感
情
の

「
動
的
な
も
のdas D

ynam
ische

」（H
anslick 1854: 26

）
に
は
音
楽
は
関
係

す
る
と
し
て
お
り
、
つ
ま
り
、
喜
び
や
悲
し
み
と
い
っ
た
個
別
の
感
情
を
表
現

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
感
情
が
高
ま
っ
た
り
平
静
に
な
っ
た
り
す
る
時
間

的
変
化
に
音
楽
の
強
弱
（das D

ynam
ische

）
が
並
行
す
る
の
で
あ
る
。
確
か

に
、
た
と
え
ば
悲
し
い
感
じ
が
す
る
音
楽
と
い
う
の
は
、
常
に
悲
し
い
感
じ
を

与
え
る
と
は
限
ら
ず
、
た
ぶ
ん
に
、
歌
詞
や
（
オ
ペ
ラ
な
ど
の
）
ス
ト
ー
リ
ー
、

あ
る
い
は
タ
イ
ト
ル
な
ど
で
変
わ
っ
て
く
る
面
が
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
の
見
解
に
つ
い
て
吟
味
す
べ
き
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
、
音
楽
研

究
の
立
場
か
ら
は
、
音
楽
と
感
情
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
考
察
す
べ
き
こ
と
が

多
く
あ
る
が
、
一
応
の
前
提
と
し
て
、
音
楽
を
演
奏
す
る
こ
と
や
聴
く
こ
と

は
感
情
を
と
も
な
う
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
感
情
で
あ
る
か
は
動
機
づ
け
に

よ
っ
て
変
わ
り
得
る
も
の
だ
と
考
え
て
お
い
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ま

た
、
こ
の
捉
え
方
が
、
先
に
引
き
合
い
に
出
し
た
、
感
情
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
量

で
あ
り
、
強
い
弱
い
と
い
う
区
別
は
あ
る
が
、
怒
り
、
や
さ
し
さ
、
悲
し
み
、

喜
び
な
ど
は
知
性
が
状
況
を
認
識
し
た
と
こ
ろ
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
波
多
野

の
説
明
と
符
合
す
る
こ
と
に
も
着
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
一

つ
重
要
な
点
と
し
て
、
音
楽
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
か
た
ち
で
感

情
と
関
係
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
感
情
と
関
係
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
対
照
的

な
性
格
を
持
つ
部
分
が
調
和
す
る
よ
う
に
構
成
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
構
成
が

あ
っ
て
こ
そ
芸
術
的
な
満
足
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
も
し
、
音
楽
の
変
化
に
従
っ

て
気
分
が
移
り
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
だ
け
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
大
き
な
意
義

は
見
出
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
感
情
と
の
関
わ
り
を
意
図
的
に
排
除
し
た

よ
う
な
音
楽
作
品
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
造
形
芸
術
は
、
音
楽
と
違
っ
て
時
間
的
な
進
行
を
持
た
な

い
た
め
、
音
楽
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
感
情
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
絵
画
に
お
け
る
個
々
の
モ
テ
ィ
ー
フ
や
部
分
は
、
人
物
で
あ
っ
て
も
な

く
て
も
、
感
情
的
な
含
み
を
持
つ
場
合
が
あ
り
、
抽
象
画
で
も
、
色
彩
や
形
、

あ
る
い
は
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
が
、
感
覚
的
と
い
う
こ
と
を
超
え
て
感
情
に
訴

え
か
け
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
関
係
づ
け
ら
れ
て
一
つ
の

画
面
を
構
成
す
る
こ
と
に
向
か
っ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
と
し
て
、

そ
の
画
面
が
、
た
と
え
ば
画
布
や
紙
な
ど
の
か
た
ち
で
初
め
か
ら
準
備
さ
れ
て

い
て
、
ま
た
、
制
作
過
程
で
は
そ
の
画
面
全
体
を
常
に
参
照
し
な
が
ら
部
分
を

描
い
て
い
く
こ
と
か
ら
、
音
楽
な
ど
と
比
べ
て
構
成
の
側
に
力
点
が
置
か
れ
る

こ
と
に
な
る
。
鑑
賞
す
る
場
合
も
同
様
で
、
画
面
全
体
が
初
め
か
ら
眼
前
に

あ
っ
た
う
え
で
、
部
分
を
見
て
、
そ
れ
と
の
関
係
で
別
の
部
分
を
見
る
と
い
っ

た
過
程
が
あ
り
、
そ
れ
が
最
終
的
に
は
画
面
全
体
に
収
斂
す
る
。
他
に
も
、
風

景
画
で
あ
れ
ば
、
風
景
を
見
て
感
じ
る
感
情
と
風
景
画
と
の
関
係
や
、
あ
る
い

は
静
物
画
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
な
ど
、
考
え
る
べ
き
こ
と
は
多
く
あ
る
が
、

感
情
と
関
係
す
る
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
た
全
体
へ
と
い
う
方
向
の
点
で
は
音
楽

な
ど
と
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
構
成
の
方
に
比
重
が
か
か
る
こ
と
と
、
感
情

と
の
接
点
を
意
識
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
構
成
に
、
言
い
換
え
れ
ば
作
る
こ
と
に
徹

す
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
、
認
め
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
節
の
終
わ
り
に
、
芸
術
に
お
け
る
感
情
の
性
質
に
つ
い
て
考
え
て
お
き

た
い
。
た
と
え
ば
演
劇
を
観
る
と
き
、
舞
台
上
の
人
物
が
激
し
い
感
情
を
持
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
本
物
の
感
情
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
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る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
登
場
す
る
人
物
も
、
そ
こ
で
起
こ
る
出
来
事
も
現
実

の
も
の
で
は
な
く
、「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」、
す
な
わ
ち
作
り
事
で
あ
り
、
激
し
い

感
情
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
れ
は
演
技
な
の
で
あ
る
。
現
実
に

立
脚
し
た
作
品
で
あ
っ
て
も
、
演
劇
と
い
う
か
た
ち
を
取
る
限
り
、「
作
り
事
」

と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
を
非
現
実
と
受
け
と
め
て
い
た
の
で

は
、
演
劇
を
観
る
興
味
は
失
せ
る
で
あ
ろ
う
。
舞
台
の
上
で
事
件
が
起
こ
っ
て

も
、
そ
れ
が
現
実
に
起
き
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
観
る
者
は
知
っ
て
い
る

が
、
そ
れ
を
現
実
の
も
の
と
し
て

0

0

0

受
け
と
め
て
こ
そ
、
た
と
え
ば
主
人
公
に
共

感
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
反
発
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

現
実
の
も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
も
、
演
劇
は
、

様
々
な
人
物
、
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
、
背
景
な
ど
の
諸
要
因
を
緊
密
に
結
び
付

け
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
完
結
し
た
世
界
が
作
ら
れ
て
い
る

か
ら
こ
そ
で
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
演
劇
は
非
現
実
な
の
で
は
な
く
、
通
常

の
現
実
と
は
違
っ
た
、
も
う
一
つ
の
現
実
な
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
現
実

と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
通
常
の
現
実
と
は
切
り
離
さ

れ
た
別
の
世
界
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
に
は
現
実
で
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
判
断

は
入
り
込
ま
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
そ
し
て
、
そ
の
範
囲
内
で
、
舞
台
上
の
出

来
事
は
本
当
に
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
、
そ
こ
で
の
感
情
も
、
本
物
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
は
入
り

込
ま
な
い
。
つ
ま
り
、
舞
台
上
で
は
演
技
と
し
て
悲
し
ん
で
い
て
も
、
そ
れ
が

本
当
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
演
劇
外
の
日
常
的
な
世
界
を
基
準

と
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
演
劇
の
内
部
で
は
本
当
に
悲
し
い
。
演
劇
以
外
の

ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
音
楽
の
よ
う
に
人
物
が
登
場
す
る
わ

け
で
な
く
て
も
、
そ
こ
で
の
感
情
に
本
物
で
あ
る
か
な
い
か
の
区
別
は
な
く
、

そ
の
意
味
で
は
、
悲
し
い
音
楽
は
本
当
に
悲
し
く
、
楽
し
い
音
楽
は
本
当
に
楽

し
い
の
で
あ
る
。

四
、
教
育
の
中
の
芸
術

　

第
二
節
で
引
用
し
た
と
お
り
、
波
多
野
は
、
特
に
小
説
を
読
ま
せ
る
こ
と
が

道
徳
教
育
に
効
果
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
ま
ず
、
小
説
を
読
む
こ
と
が
感

情
の
教
育
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
小
説
を
読
む
と
き
、
第
一
に
は
主
人
公
の
視
点
を

採
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
中
村
和
夫
は
、

文
芸
作
品
の
「
読
み
と
り
」
の
た
め
に
は
、
読
み
手
は
、
話
者
の
視
点
に

立
っ
た
り
、
登
場
人
物
の
視
点
に
立
っ
た
り
、
そ
の
両
者
が
重
な
っ
た
視
点

に
立
っ
た
り
し
て
、
か
な
り
複
雑
な
視
点
の
変
換
を
必
要
と
さ
れ
る
（
中
村 

一
九
八
三
、 

七
八
）

と
す
る
。
た
と
え
ば
主
人
公
の
視
点
を
採
る
と
き
に
は
、
自
身
の
い
ろ
い
ろ
な

体
験
が
重
ね
合
さ
れ
た
想
像
が
働
き
、
そ
の
よ
う
な
想
像
が
さ
ら
に
想
像
を
呼

び
、
主
人
公
な
ら
こ
う
思
う
だ
ろ
う
、
こ
う
感
じ
る
だ
ろ
う
と
い
う
想
像
が

働
き
、
主
人
公
の
気
持
ち
に
共
感
す
る
こ
と
で
、
そ
の
視
点
を
採
る
こ
と
が

で
き
る
（
中
村 

一
九
八
三
、 

八
二
）（
  5
）  

。
つ
ま
り
、
視
点
の
変
換
が
で
き
る

た
め
に
は
、「
感
情
的
な
諸
過
程
を
も
含
み
込
ん
だ
想
像
が
成
立
し
、
媒
介
と
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な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」（
中
村 

一
九
八
三
、 

八
二
）。 

言
い
換

え
れ
ば
、
そ
の
想
像
は
「
ひ
と
り
認
知
的
平
面
に
お
い
て
の
み
と
ら
え
ら
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
感
情
的
な
も
の
を
も
含
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
」（
中
村 

一
九
八
三
、 
八
三
）。

　

つ
ま
り
、
小
説
を
読
む
と
い
う
の
は
、
言
葉
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
内
容
を

傍
観
者
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
物
語
の
展
開
の
中
に
自
分
が

組
み
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
読
者
の

自
身
の
体
験
か
ら
の
想
像
が
働
く
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
体
験
に
感
情
が
と
も

な
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
小
説
の
中
の
人
物
に
感
情
を
投
影
す
る
こ
と

も
で
き
る
。「
登
場
人
物
の
身
に
な
り
き
る
」（
中
村 

一
九
八
三
、 

八
三
）
と

い
っ
て
も
、
そ
れ
は
自
身
の
体
験
に
根
差
し
た
「
想
像
の
は
た
ら
き
」（
中
村 

一
九
八
三
、 

八
三
）
で
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
、
登
場
人
物
に
自
分
が
完
全
に
置

き
換
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
仮
に
別
の
人
格
に
変
わ
る
と
す
れ
ば
、
小

説
を
読
ん
だ
後
の
読
者
に
は
何
も
残
ら
な
い
。
感
情
を
と
も
な
っ
た
読
者
の
体

験
と
感
情
を
と
も
な
っ
た
登
場
人
物
の
体
験
と
の
間
に
、
想
像
を
媒
介
と
し
た

連
続
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
読
書
は
、
読
ん
で
い
る
間
だ
け
の
楽
し
み
に
と
ど

ま
る
の
で
は
な
く
、
読
者
の
現
実
生
活
で
の
感
情
に
も
影
響
す
る
。
そ
れ
と
い

う
の
も
、
前
節
の
終
わ
り
に
論
じ
た
よ
う
に
、
小
説
の
中
の
感
情
は
、
単
な
る

作
り
事
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
感
情
の
影
響
が
直
ち

に
道
徳
感
情
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
小
説
と
い
う
、
日
常
か

ら
独
立
し
て
完
結
し
た
世
界
の
中
で
は
、
現
実
に
は
あ
る
べ
き
で
な
い
悪
も
説

得
力
を
持
っ
て
描
く
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
は
正
当
化
も
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ

る
。
た
と
え
「
道
徳
問
題
を
あ
つ
か
っ
た
」
小
説
を
選
ん
で
も
、
小
説
と
し
て

読
む
限
り
、
そ
の
内
容
は
現
実
生
活
か
ら
独
立
し
た
も
の
な
の
だ
か
ら
、
そ
の

内
容
と
関
連
づ
け
た
か
た
ち
で
、
人
間
関
係
や
社
会
規
範
に
つ
い
て
の
教
育
が

考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

現
実
生
活
に
お
い
て
は
、
発
言
や
行
動
の
意
味
が
明
確
で
あ
る
と
は
限
ら
な

い
。
疑
う
余
地
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
も
、
嘘
や
間
違
い
の
可
能
性
は
常
に

あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
自
分
が
人
に
何
か
を
伝
え
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ

が
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
確
信
が
持
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
小
説
の
中
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
の
意
味
が
作
者
に
よ
っ
て
決
め
ら

れ
て
い
る
。
不
可
解
な
行
動
が
あ
っ
て
も
、
物
語
の
展
開
の
中
で
明
ら
か
に
な

る
こ
と
が
多
い
し
、
不
可
解
な
ま
ま
で
終
わ
っ
て
も
、
そ
れ
も
作
者
の
意
図
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
説
は
現
実
の
人
間
関
係
な
ど
の
モ
デ
ル

に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
小
説
の
中
で
描
か
れ
た
こ
と
が
そ
の
ま

ま
現
実
生
活
に
適
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
現
実
と
の
区

別
は
常
に
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
主
人
公
と
は
別
の
人
物
、
あ
る

い
は
話
者
に
視
点
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
は
、
現
実
生
活
に
お
い
て
相
手
の
立
場

に
立
つ
こ
と
、
な
い
し
は
自
分
を
「
客
観
的
に
把
握
し
認
識
す
る
」
こ
と
に
つ

な
が
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
演
劇
の
持
つ
教
育
的
意
味
に
つ
い
て
思
考
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
演
劇
は
、
小
説
と
同
じ
よ
う
に
、
登
場
人
物
が
い
て
、
物
語
を

進
行
さ
せ
る
が
、
小
説
と
は
違
っ
て
、
そ
の
人
物
は
実
際
の
人
間
が
演
じ
、
出

来
事
も
具
体
的
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
直
接
的
な
面
は
人
物
や
出

来
事
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
は
有
利
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
教
育
の
場
に
お
け

る
大
き
な
違
い
は
、
演
劇
の
場
合
は
児
童
生
徒
自
身
が
演
じ
て
登
場
人
物
に
な
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る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
人
物
の
視
点
を
採
り

や
す
い
、
と
い
う
よ
り
、「
登
場
人
物
の
身
に
な
り
き
る
」
こ
と
も
容
易
で
あ

ろ
う
し
、
他
の
登
場
人
物
も
実
際
の
人
間
が
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
人
物
と
の
関
係
は
実
感
を
と
も
な
う
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
、
表
情
や
身
振

り
な
ど
の
非
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
、
演
劇
に
は
加
わ
っ
て
く
る
。

た
だ
し
、
他
の
人
物
に
視
点
を
移
す
に
は
、
役
を
交
替
し
な
い
こ
と
に
は
難
し

い
だ
ろ
う
し
、
話
者
の
視
点
を
採
る
こ
と
は
一
層
困
難
で
あ
る
か
ら
、
小
説
を

読
む
こ
と
に
完
全
に
取
っ
て
代
わ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
演
劇
で
は
、
生
身
の
人
間
が
演
じ
る
だ
け
に
、
感
情
は
実
際
に
そ
こ

に
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
し
、
と
り
わ
け
演
じ
て
い
る
人
間
に
と
っ

て
は
、
演
じ
て
い
る
登
場
人
物
の
感
情
は
（
想
像
の
媒
介
が
あ
る
と
は
い
え
）

自
分
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
感
情
教
育
の
視
点
か
ら
も
有
利
な
面
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
小
説
に
せ
よ
演
劇
に
せ
よ
、
そ
の
都
度
の
感
情
だ
け
が
出
来
事
と
の

関
係
で
重
要
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
出
来
事
お
よ
び
感
情
が
物
語
の
進
行

の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
ひ
い
て
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う

に
、
物
語
構
成
を
前
提
と
し
て
初
め
て
、
個
々
の
感
情
が
意
味
を
持
ち
、
単
に

作
り
事
で
は
な
い
感
情
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
演
劇
に
は
、

場
面
ご
と
の
感
情
に
流
さ
れ
や
す
い
と
い
う
面
が
あ
り
、
そ
う
な
る
と
、
認
識

が
関
与
す
る
度
合
い
は
低
く
な
る
。

　

オ
ペ
ラ
や
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
な
ど
、
演
劇
の
台
詞
が
歌
わ
れ
る
場
合
、
人
物
の

感
情
に
音
楽
に
よ
る
感
情
が
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
言
葉
を
歌
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
日
常
と
は
違
う

言
葉
に
変
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
言
葉
と
と
も
に
あ
る
、
言
葉
を
発
す
る

こ
と
に
と
も
な
う
感
情
は
減
ら
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
う
え
で
音
楽

に
よ
る
感
情
を
加
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
音
楽
に
し
て
も
、
個
々
の
台
詞
と

の
関
係
だ
け
で
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
音
楽
全
体
と
し
て
構
成
さ
れ
て

い
る
の
だ
か
ら
、
音
楽
の
論
理
に
よ
っ
て
物
語
構
成
を
支
え
る
も
の
で
も
あ

る
。
台
詞
を
歌
う
の
で
は
な
く
、
劇
の
言
わ
ば
背
景
と
し
て
使
わ
れ
る
伴
奏
音

楽
も
、
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
や
は
り
同
様
の
効
果
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
、
そ
れ
は
、
音
楽
と
し
て
の
構
成
を
十
分
に
考
え
て
作
ら
れ
て
い
る
も
の

を
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
に
お
い
て
の

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
演
劇
を
教
育
の
方
法
と
す
る
際
に
音
楽
を
用
い
る
場

合
に
は
、
音
楽
を
教
育
す
る
と
き
と
同
様
の
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
こ
で
音

楽
が
演
じ
る
こ
と
の
で
き
る
役
割
を
十
分
に
活
か
せ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

音
楽
に
関
し
て
も
、
音
の
動
き
な
ど
に
反
応
し
て
生
じ
る
感
情
に
よ
っ
て
そ

の
音
楽
に
心
を
奪
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
音
楽
の
大
き
な

魅
力
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
感
情
と
関
係

す
る
部
分
を
、
他
の
部
分
と
、
繰
り
返
し
、
変
化
、
対
照
等
々
で
関
係
づ
け
て

構
成
し
て
、
一
つ
の
全
体
を
作
る
の
で
あ
り
、
そ
の
構
成
を
把
握
で
き
た
と
き

に
芸
術
体
験
は
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
こ
そ
、
音
楽
の
構
造
を
教
え
る
必

要
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
音
楽
は
時
間
的
に
進
行
し
、
つ
ま
り
、
一
つ
の
部
分
か

ら
次
の
部
分
に
移
る
と
、
そ
の
前
の
部
分
は
も
う
聞
こ
え
な
い
の
だ
か
ら
、
部

分
間
の
関
係
を
納
得
さ
せ
る
の
は
、
必
ず
し
も
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
楽
譜

を
用
い
て
説
明
し
て
も
、
楽
譜
を
音
楽
の
イ
メ
ー
ジ
と
直
結
さ
せ
る
こ
と
が
容

易
で
な
い
人
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
文
学
や
演
劇
に
も
同
様
の
事
情
が
あ
る
。

　

絵
画
で
も
、
人
物
の
表
情
か
ら
窺
え
る
感
情
や
描
か
れ
て
い
る
出
来
事
な
ど
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に
ま
ず
意
識
が
向
く
の
は
自
然
な
こ
と
だ
ろ
う
が
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
す
べ

て
で
は
な
い
。
絵
画
を
観
る
者
は
、
画
面
全
体
を
一
挙
に
把
握
す
る
と
は
限
ら

ず
、
あ
る
部
分
に
目
を
留
め
、
次
の
部
分
に
視
線
を
移
し
と
い
う
こ
と
を
繰
り

返
し
な
が
ら
関
係
を
把
握
し
て
い
き
、
そ
の
過
程
の
中
で
は
、
何
が
描
か
れ
て

い
る
か
だ
け
で
な
く
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
も
関
心
の
対
象
に
な

る
。
そ
し
て
、
と
り
わ
け
絵
画
で
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
最
終
的
に
収

斂
す
べ
き
全
体
が
最
初
に
示
さ
れ
て
い
る
し
、
絵
画
を
描
く
場
合
で
も
、
画
布

や
紙
な
ど
の
明
確
な
空
間
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
こ
で
完
結
す
る
よ
う
に
諸
部
分

の
関
係
を
作
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
、
諸
芸
術
に
お
け
る
（
部
分
的
な
）
感
情
か

ら
（
全
体
的
な
）
構
成
へ
の
動
き
の
う
ち
の
全
体
的
構
成
を
実
感
す
る
た
め
に

は
、
造
形
芸
術
が
規
範
的
な
位
置
を
占
め
る
一
方
で
、
時
間
的
な
変
化
が
人
間

の
心
理
と
並
行
し
な
い
ぶ
ん
、
部
分
的
感
情
の
点
で
は
、
時
間
的
な
進
行
を
持

つ
ジ
ャ
ン
ル
よ
り
も
実
感
が
強
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
構
成
の
段
階
に
ま
で
至
る
と
感
情
と
無
縁
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

ス
ザ
ン
ヌ
・
Ｋ
・
ラ
ン
ガ
ー
が
述
べ
て
い
る
と
お
り
、

規
則
性
が
情
動
的
な
質
を
作
り
出
す
役
に
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
退

屈
で
あ
る
。
バ
ラ
ン
ス
が
感
情
の
リ
ズ
ム
に
根
差
し
て
い
る
の
で
な
け
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
は
凍
っ
て
見
え
る
。
色
は
、
生
命
感
の
現
れ
を

強
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
装
飾
的
に
は
見
え
な
い
。
そ
れ
を
強
め
る
と
、
表

現
的
な
の
で
あ
る
。（Langer 1967: 121

）

つ
ま
り
、
感
情
の
性
質
か
ら
し
て
、
別
の
感
情
に
変
わ
る
の
で
は
な
く
、
感
情

そ
の
も
の
は
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
別
の
論
理
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
小
説
、
演
劇
、
音
楽
、
絵
画
と
い
っ
た

ジ
ャ
ン
ル
を
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
美
術
」（
あ
る
い
は「
図
画
工
作
」）、「
音
楽
」、

「
国
語
」（
文
学
や
演
劇
を
扱
う
も
の
と
し
て
の
）
な
ど
の
教
科
を
独
立
し
た
も

の
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、「
芸
術
」
と
し
て
統
一
的
に
捉
え
る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
そ
れ
は
、
知
識
と
感
情
と
を
結
ぶ
と
い
う
芸
術
の
働
き
を
高
め
て
く

れ
る
。
つ
ま
り
、
芸
術
と
い
う
人
間
の
活
動
が
様
々
な
媒
体
に
よ
っ
て
実
行
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
媒
体
の
違
い
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
独
自
性

も
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る
が
、
違
い
を
捉
え
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
芸
術

を
芸
術
と
し
て
体
験
し
て
い
な
け
れ
ば
、
媒
体
の
違
い
が
も
た
ら
す
特
質
を
独

自
の
魅
力
と
し
て
感
じ
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
も
そ
も
芸
術
と
は

ど
の
よ
う
な
活
動
か
を
考
え
る
こ
と
に
教
育
を
基
礎
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

も
う
一
つ
考
慮
に
入
れ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
の
が
、
舞
踊
で
あ
る
。
人
間
の

動
作
や
身
振
り
は
、
し
ば
し
ば
感
情
を
反
映
す
る
。
と
り
わ
け
そ
れ
が
相
手
に

向
け
ら
れ
る
と
き
、
感
情
の
積
極
的
な
表
明
で
あ
る
こ
と
も
多
い
が
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
社
会
的
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
面
も
あ

る
。
舞
踊
の
動
き
は
、
社
会
的
状
況
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で

は
、
感
情
と
直
結
し
て
い
る
が
、
踊
ろ
う
と
し
て
動
き
を
考
え
る
と
き
、
そ
こ

に
は
す
で
に
内
側
か
ら
の
統
制
が
働
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
ラ
ン
・
バ

デ
ィ
ウ
が
論
じ
る
よ
う
に
、「
舞
踊
の
動
き
は
、
確
か
に
、
極
度
の
敏
捷
さ
を

持
ち
、
そ
の
速
さ
に
お
い
て
名
人
的
で
さ
え
も
あ
る
が
、
潜
在
的
な
遅
さ
が

宿
っ
て
い
て
こ
そ
名
人
的
な
の
で
あ
り
、
そ
の
遅
さ
と
い
う
の
は
、
自
制
の
肯

定
的
能
力
で
あ
る
」（Badiou 1993: 14

）
か
ら
で
あ
り
、
舞
踊
の
動
き
の
対
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極
に
あ
る
の
が
、「
外
か
ら
規
制
さ
れ
た
踊
る
身
体
の
体
操
的
動
き
で
あ
る
」

（Badiou 1993: 13

）。
つ
ま
り
、
舞
踊
の
動
き
は
、
い
か
に
衝
動
的
に
見
え
て

も
、
そ
う
見
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
自
ら
の
統
制
が
あ
っ
て
初
め
て
舞

踊
な
の
で
あ
る
。
舞
踊
は
人
間
の
身
体
と
直
接
結
び
付
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、

身
体
が
「
媒
体
」
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
も
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

舞
踊
は
、
諸
芸
術
の
う
ち
で
最
も
感
情
と
近
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ

れ
は
、
感
情
に
流
さ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
時
間
的
に
進
行
す
る

こ
と
は
全
体
的
な
構
成
の
難
し
さ
に
も
つ
な
が
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、

時
間
的
で
あ
る
と
同
時
に
空
間
的
な
造
形
と
い
う
要
因
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
そ

こ
で
の
構
成
は
、
造
形
芸
術
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
明
示
性
を
持
つ
。

　

平
成
二
四
年
か
ら
中
学
校
に
お
い
て
ダ
ン
ス
が
必
修
と
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
「
保
健
体
育
科
」
で
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
で

の
舞
踊
が
バ
デ
ィ
ウ
の
言
う
「
体
操
的
動
き
」
を
想
定
し
て
い
る
の
で
は
な

い
こ
と
は
、
た
と
え
ば
文
部
科
学
省
に
よ
る
「
ダ
ン
ス
指
導
の
た
め
の
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
」（
  6
）

か
ら
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
、
芸
術
教
科

の
側
か
ら
、
芸
術
教
育
の
た
め
に
必
要
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
舞
踊
を
視
野
に

収
め
て
お
く
こ
と
は
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ブ
ラ
ウ
デ
ィ
は
、「
人
間
の
ほ
と
ん
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
は
、
過
度
に
単
純
化
さ

れ
た
情
動
的
反
応
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
」（Broudy 1972: 57

）
と
論

じ
る
。
先
に
波
多
野
に
よ
る
説
明
を
引
き
合
い
に
出
し
た
よ
う
に
、
感
情
は
、

そ
の
も
の
と
し
て
は
単
純
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
強
い
か
弱
い
か
し
か
な
い
。

感
情
が
単
純
な
ま
ま
で
情
動
的
反
応
に
つ
な
が
る
の
は
、
状
況
の
認
識
と
感
情

と
が
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る（
  7
）  

。
つ
ま
り
、
感
情
論
に
陥
る

の
は
、
あ
る
い
は
「
キ
レ
る
」
の
も
、
感
情
が
強
過
ぎ
る
か
ら
で
は
な
く
、
ま

た
、
状
況
の
認
識
が
で
き
な
い
か
ら
で
も
な
く
、
状
況
の
認
識
と
感
情
と
の
結

び
付
き
が
弱
い
こ
と
で
、
知
性
の
側
か
ら
の
統
制
が
か
か
ら
な
い
こ
そ
、
理
性

を
忘
れ
て
感
情
に
走
る
の
で
あ
る
。

澤
田
瑞
也
に
よ
る
と
、

　

感
情
調
節
が
適
切
に
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
自
分
の
感
情
を
た
と
え

ば
怒
り
と
し
て
速
や
か
に
理
解
し
、
次
に
自
分
の
感
情
表
出
行
為
が
他
者
に

よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
か
を
知
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
為
を
選

択
す
る
。（
澤
田 

二
〇
〇
九
、 

三
三
）

そ
し
て
、「
自
分
の
感
情
に
つ
い
て
の
気
づ
き
は
、
自
発
的
な
感
情
調
節
を
刺

激
す
る
」（
澤
田 

二
〇
〇
九
、 

三
三
）
の
で
あ
り
、
自
分
の
感
情
に
気
づ
く
や

り
方
と
し
て
「
一
次
的
な
気
づ
き
」
と
「
二
次
的
な
気
づ
き
」
の
二
つ
が
あ
げ

ら
れ
る
。
一
次
的
な
気
づ
き
と
は
、「
あ
る
感
情
状
態
を
現
象
と
し
て
把
握
し
、

そ
れ
は
ど
ん
な
感
じ
で
、
何
に
似
て
い
る
か
と
い
う
か
た
ち
で
の
と
ら
え
方
」

で
あ
り
、
二
次
的
な
気
づ
き
と
は
、「
怒
り
、
恐
れ
、
悲
し
み
な
ど
特
定
の
感

情
と
し
て
の
そ
の
体
験
に
つ
い
て
の
気
づ
き
」
で
、

二
次
的
な
気
づ
き
に
お
い
て
、「
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
か
」、「
な
ぜ
そ
の
よ

う
に
感
じ
る
の
か
」、
ま
た
「
そ
れ
に
つ
い
て
何
が
で
き
る
の
か
」
に
焦
点

が
あ
て
ら
れ
る
。
自
発
的
な
感
情
調
節
を
促
す
の
は
二
次
的
な
感
情
の
気
づ

き
で
あ
り
、
こ
の
過
程
に
は
感
情
の
原
因
や
感
情
的
応
答
の
方
略
に
つ
い
て
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な
ど
の
感
情
知
識
が
関
係
す
る
。（
澤
田 

二
〇
〇
九
、 

三
三
）

こ
の
「
感
情
知
識
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

子
ど
も
が
ま
ず
学
ぶ
こ
と
は
、
怒
り
、
恐
れ
、
幸
せ
の
よ
う
な
基
本
的
情
動

を
識
別
し
、
そ
の
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
表
情
を
識
別
し

た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
結
び
つ
く
感
情
を
あ
ら
わ
す
言
葉
を
獲
得
す
る
。

さ
ら
に
、
感
情
を
引
き
起
こ
す
状
況
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
子
ど
も
が
状
況

の
手
が
か
り
か
ら
他
者
と
自
分
の
感
情
を
推
測
す
る
の
を
可
能
に
す
る
。（
澤

田 

二
〇
〇
九
、 

三
四
）

　

つ
ま
り
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
感
情
を
あ
ら
わ
す
言
葉
」
と
「
感
情
を
引

き
起
こ
す
状
況
に
つ
い
て
の
知
識
」で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
ら
は
、
感
情（
あ

る
い
は
状
況
）
に
つ
い
て

0

0

0

の
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
感
情
と
の
間
に
は
距
離

が
あ
る
。
し
か
し
、
知
識
と
感
情
と
の
つ
な
が
り
が
希
薄
で
あ
れ
ば
、
感
情
に

対
す
る
「
メ
タ
認
知
」
に
は
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
状
況
の
修
正
に
よ
っ
て

感
情
を
調
節
す
る
こ
と
も
不
可
能
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
点
で
の
、
知
識
と
感
情

と
を
結
び
付
け
る
芸
術
の
役
割
を
考
え
て
お
い
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
、
現
実
生
活
の
中
で
の
感
情
知
識
に
対
し
て
芸
術
が
寄
与
す
る
の
か
ど
う
か

は
、
心
理
学
の
側
の
検
証
に
ゆ
だ
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、「
感
情
状
態
を

現
象
と
し
て
把
握
」
す
る
「
一
次
的
な
気
づ
き
」
に
も
、
感
情
の
保
存
の
点
か

ら
、
芸
術
の
役
割
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
注
意
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

に
関
し
て
澤
田
は
次
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
。

　

注
意
の
対
象
は
外
的
な
刺
激
だ
け
に
限
ら
な
い
。
我
々
の
中
の
内
的
表
象

も
そ
の
対
象
に
な
る
。
我
々
の
記
憶
は
、
そ
の
刺
激
の
内
的
表
象
を
維
持
さ

せ
て
い
る
。
内
的
表
象
は
感
情
シ
ス
テ
ム
を
活
性
化
さ
せ
、
維
持
す
る
こ
と

に
お
い
て
外
的
刺
激
以
上
に
効
果
的
な
場
合
が
あ
り
、
内
的
表
象
を
調
節

す
る
こ
と
は
感
情
反
応
を
調
節
す
る
た
め
の
重
要
な
手
段
に
な
る
。（
澤
田 

二
〇
〇
九
、 

四
一
）

芸
術
は
、
作
品
と
し
て
は
人
間
の
外
に
あ
る
が
、
活
動
と
し
て
は
、
そ
れ
と
内

的
表
象
と
を
結
び
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
的
表
象
は
感
情
と
と
も
に
あ

る
。
作
品
の
側
を
変
え
れ
ば
内
的
表
象
も
変
わ
る
の
だ
か
ら
、「
代
わ
り
の
表

象
を
選
択
す
る
」（
澤
田 

二
〇
〇
九
、 

四
一
）
こ
と
は
容
易
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

感
情
反
応
の
調
節
に
も
つ
な
が
る
。
感
情
の
保
存
の
点
で
も
内
的
表
象
の
点
で

も
、
作
品
と
し
て
人
間
の
外
に
あ
る
も
の
と
の
結
び
付
き
を
持
ち
、
作
品
の
側

の
変
更
に
よ
っ
て
感
情
を
操
作
す
る
こ
と
の
可
能
性
か
ら
す
れ
ば
、
知
性
の
側

か
ら
感
情
を
統
制
す
る
こ
と
を
教
育
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
芸
術
は
き
わ
め

て
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
は
、
芸
術
を
芸
術
と
し
て
体
験
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ

る
。
た
と
え
ば
歴
史
画
に
関
し
て
、
題
材
の
物
語
を
知
識
と
し
て
教
え
る
こ
と

や
、
そ
の
知
識
お
よ
び
描
か
れ
て
い
る
姿
か
ら
人
物
に
共
感
す
る
こ
と
も
、
難

し
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
絵
画
が
そ
れ
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

は
、
先
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
形
、
色
、
絵
肌
等
々
の
感
覚
的

な
知
覚
を
捉
え
直
し
て
、
全
体
的
構
成
の
把
握
に
至
っ
て
初
め
て
芸
術
体
験
は
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あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
働
き
は
、
単
に
感
覚
的
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
自
然
現

象
に
つ
い
て
、
個
々
の
知
識
の
蓄
積
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
関
係
づ
け
て

整
合
し
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
と
、
あ
る
部
分
で
は
共
通
し
て

い
る
。
あ
る
い
は
、
音
楽
の
構
造
を
説
明
し
、
学
ぶ
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
こ

か
ら
出
発
し
て
、
た
と
え
ば
主
題
と
展
開
と
の
対
比
、
対
比
が
あ
り
な
が
ら
も

対
比
を
特
性
と
し
て
含
み
持
つ
一
つ
の
部
分
を
形
成
し
、
そ
れ
が
ま
た
他
の
部

分
と
の
関
係
を
作
っ
て
い
く
と
い
っ
た
こ
と
を
感
じ
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
芸
術
は
、
知
性
の
対
象
と
し
て
知
識
な
い
し
認
識
に
関
わ
る
だ
け
で
も
、

感
性
の
み
の
対
象
、
あ
る
い
は
感
情
に
関
わ
る
だ
け
の
も
の
で
も
な
い
。
そ
の

両
面
が
調
和
し
た
も
の
と
し
て
体
験
さ
せ
る
と
い
う
課
題
が
、
芸
術
教
科
の
教

育
者
に
は
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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課
程
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経
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（
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5
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新
美
南
吉
の
『
手
ぶ
く
ろ
を
買
い
に
』
を
教
材
と
し
た
指
導
の
例
を
引
き
合
い

に
出
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
論
の
脈
絡
に
合
う
よ
う
に
書
き
換

え
て
い
る
。

（
6
） 

文
部
科
学
省
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
イ
ト
の
「
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
く

中
学
校
向
け
『
ダ
ン
ス
』
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
」
の
ペ
ー
ジ
。

 
http://w

w
w
.m

ext.go.jp/a_m
enu/sports/jyujitsu/1306098.htm

よ
り
。

（
7
） 

論
理
的
に
は
、
知
性
に
よ
る
状
況
の
認
識
が
単
純
で
あ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
る
知
性
と
感
情
と
の
関
係
お
よ
び
発
達
段
階
に
つ
い
て

の
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
イ
ト
の
内
容
は
す
べ
て
平
成
二
九
年
九
月
一
四
日
に
確
認
。）




