
、

V
・
E
・
フ
ラ
ン
ク
ル
に
お
け
る
人
間
形
成
論
（
一
）

R
．
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の

「
無
意
識
へ
の
教
育
」
と
の
関
わ
り
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広
 
岡
 
義
 
之

 
 
 
第
一
節
 
 
「
愛
」
と
「
良
心
」
と
の
か
か
わ
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ー
ボ
ル
ノ
ー
の
場
合
-

 
人
間
の
「
責
任
」
や
「
良
心
」
と
い
う
原
現
象
が
、
「
決
断

す
る
存
在
」
と
し
て
の
人
間
存
在
に
無
条
件
に
属
し
て
い
る
事

柄
で
あ
る
と
言
い
う
る
な
ら
ば
、
人
間
の
実
存
的
で
か
つ
真
正

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
「
決
断
」
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
非
反
省
的
で
あ
り
、
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れ
ゆ
え
に
無
意
識
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
良
心
」
も
ま

た
そ
の
根
源
に
お
い
て
「
無
意
識
」
へ
侵
入
し
て
く
る
と
考
え

る
フ
ラ
ン
ク
ル
（
＜
一
画
け
O
同
 
図
b
日
一
一
 
悶
同
9
】
p
困
一
」
．
⑩
O
㎝
-
一
Φ
り
刈
）
は
、

そ
の
意
味
で
「
良
心
」
は
非
合
理
的
か
つ
非
論
理
的
で
あ
り
、

さ
ら
に
前
論
理
的
で
さ
え
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
あ
た
か
も
前
学
問
的
な
、
ま
た
存
在
論
的
に
は
そ
れ
よ
り
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さ
ら
に
前
に
位
す
る
前
論
理
的
な
存
在
理
解
と
い
う
も
の
が
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
の
と
全
く
同
様
に
、
あ
ら
ゆ
る
顕
現
的
な
道
徳
に
本
質
的
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先
行
す
る
前
道
徳
的
な
価
値
理
解
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
巳

で
あ
る
。

 
「
良
心
」
が
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
必
然
的
に
非
合
理

的
に
働
く
の
か
に
深
い
興
味
を
示
す
フ
ラ
ン
ク
ル
に
よ
れ
ば
、

「
良
心
」
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
の
は
「
存
在
者
」
で
は
な

く
、
こ
れ
か
れ
ら
「
存
在
す
べ
き
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ

の
「
存
在
す
べ
き
も
の
」
は
ま
だ
「
現
実
の
も
の
」
で
は
な
く
、

こ
れ
か
ら
「
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
り
、
「
可
能
的
な

も
の
」
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
な
ら
ば
、
「
良
心
」
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
な
ん
ら
か

の
形
で
精
神
的
に
先
取
り
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
以
外
、
い
か
な

る
方
法
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
」
二
と
フ
ラ
ン
ク
ル
は
わ
れ
わ
れ

に
問
い
を
投
げ
か
け
て
く
る
。

 
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ク
ル
の
も
の
の
考
え
方
は
、
ま
だ
十
分
な
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能
力
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
子
ど
も
た
ち
に
関
わ
る
教
育
者
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
っ
て
も
ま
た
必
須
の
心
構
え
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ち
教

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

育
者
こ
そ
が
、
子
ど
も
の
中
に
潜
む
可
能
性
を
引
き
出
す
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
使
命
と
す
る
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
特
に
そ
の
な
か
で
も
子
ど

も
の
「
良
心
」
を
育
成
す
る
こ
と
こ
そ
、
今
日
の
焦
眉
の
課
題

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

 
「
良
心
」
が
実
現
さ
れ
る
た
め
の
こ
の
精
神
的
な
先
取
り
は
、

「
直
観
」
 
 
つ
ま
り
「
観
る
」
と
い
う
行
為
 
 
の
な
か
で

の
み
生
ず
る
。
こ
こ
で
「
良
心
」
と
は
本
質
的
に
直
観
的
な
一

つ
の
機
能
で
あ
り
、
実
現
す
べ
き
も
の
を
先
取
り
す
る
た
め
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
良
心
」
は
ま
ず
直
観
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で

「
良
心
」
す
な
わ
ち
「
エ
ー
ト
ス
」
は
実
際
に
は
非
合
理
な
も

の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
「
良
心
」
と
類
似
の
「
直
観
」
の
現

象
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
ル
は
「
愛
」
（
エ
ロ
ス
）
を
あ
げ
て
い
る
。

事
実
、
「
愛
」
（
エ
ロ
ス
）
も
ま
た
「
直
観
」
す
る
以
外
に
は
獲

得
す
る
手
立
て
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
愛
」
（
エ
ロ
ス
）
も
ま

た
「
未
だ
存
在
し
て
い
な
い
も
の
」
を
観
る
行
為
に
他
な
ら
な

い
。

 
こ
れ
と
の
関
連
で
、
ド
イ
ツ
の
卓
越
し
た
教
育
哲
学
者
、
ボ

ル
ノ
ー
（
○
け
甘
O
 
両
『
一
Φ
α
N
一
〇
び
 
じ
d
O
目
旨
O
♂
＜
”
一
〇
〇
Q
o
-
一
Φ
⑩
一
）
は
、

フ
ラ
ン
ク
ル
と
同
様
に
「
愛
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
特
に
「
教

育
愛
」
と
の
関
わ
り
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
教
育
愛
」

は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
な
エ
ロ
ス
と
も
キ
リ
ス
ト
教
的
な
カ
リ
タ
ス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
も
異
な
る
。
お
そ
ら
く
、
「
教
育
愛
」
と
は
端
的
に
素
朴
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 

人
間
的
な
愛
で
あ
り
、
根
源
的
で
自
明
な
関
係
で
あ
る
と
ボ
ル

ノ
ー
は
考
え
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ボ
ル
ノ
ー
の
捉
え
る
教
育

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛
の
理
解
を
通
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
い
う
直
観
す
る
以
外

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
は
獲
得
で
き
な
い
「
愛
」
の
本
質
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
三

 
「
良
心
」
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
の
は
、
「
こ
れ
か
ら
存

在
す
べ
き
も
の
」
で
あ
る
が
、
他
方
「
愛
」
が
直
観
し
開
示
す

る
も
の
は
、
「
愛
さ
れ
た
汝
」
に
お
け
る
価
値
の
可
能
性
で
あ

る
。
別
言
す
れ
ば
「
愛
」
と
は
、
「
ま
さ
に
愛
さ
れ
て
い
る
人

間
が
、
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
人
格
的
な
可
能
性
と
し
て
み

ず
か
ら
の
中
に
包
蔵
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
。
四

 
こ
れ
と
の
関
連
で
、
フ
ラ
ン
ク
ル
研
究
者
の
ト
ウ
ィ
デ
ィ

（
U
o
づ
巴
α
閃
・
↓
≦
①
①
a
ρ
一
〇
卜
⊃
①
-
）
も
ま
た
、
「
愛
さ
れ
る
汝
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
本
当
の
意
味
で
愛
し

合
う
二
人
に
と
っ
て
、
愛
と
は
、
一
人
の
相
手
以
外
を
愛
す
る

こ
と
の
な
い
、
い
わ
ゆ
る
、
一
夫
一
婦
的
な
性
質
の
も
の
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
真
の
愛
と
は
、
愛
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か

る
人
の
最
高
の
価
値
へ
と
向
か
う
精
神
的
な
行
為
と
考
え
ら
れ

る
」
。
五
（
傍
点
筆
者
）
こ
こ
か
ら
「
愛
」
の
開
示
す
る
も
の
が
、

「
愛
さ
れ
た
汝
」
に
お
け
る
価
値
の
可
能
性
で
あ
る
こ
と
が
傍

一2一



証
さ
れ
よ
う
。

 
そ
れ
で
は
「
良
心
」
と
「
愛
」
の
類
似
性
は
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
両
者
と
も
現
実
的
な
も
の
で
は
な
く
、

単
に
可
能
的
な
も
の
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
両
者
と

も
た
だ
直
観
的
な
方
法
に
よ
っ
て
の
み
作
用
し
う
る
と
い
う
点

に
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
「
良
心
」
と
「
愛
」
は
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

も
に
直
観
的
、
非
合
理
的
で
あ
る
と
同
時
に
さ
ら
に
、
「
絶
対

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

的
に
個
体
的
な
存
在
に
か
か
わ
る
も
の
」
六
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
「
良
心
」
の
課
題
と
は
ま
さ
に
人
間
に
対
し
て
「
必
要
な

一
つ
の
も
の
」
を
開
示
す
る
か
ら
だ
と
フ
ラ
ン
ク
ル
は
述
べ
て

い
る
。

 
言
い
換
え
れ
ば
、
「
良
心
」
と
は
旦
ハ
体
的
な
一
人
の
人
間
の

具
体
的
な
状
況
に
お
け
る
そ
の
都
度
一
回
限
り
の
可
能
性
で
あ

り
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
（
ζ
帥
×
ω
9
①
一
①
同
ロ
Q
。
置
-
一
⑩
凶
G
◎
）

の
い
う
と
こ
ろ
の
「
状
況
価
値
」
に
通
ず
る
も
の
で
も
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
「
そ
れ
は
絶
対
的
に
個
体
的
な
も
の
、
個
体
的

な
『
当
為
的
存
在
』
に
関
す
る
も
の
」
七
以
外
で
は
あ
り
え
な

い
。 

と
こ
ろ
で
、
「
良
心
」
が
具
体
的
・
個
体
的
な
価
値
可
能
性

を
直
観
的
に
開
示
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
「
良
心
」
が
働
く

プ
ロ
セ
ス
を
「
本
能
的
な
も
の
」
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
の
「
良
心
」
は
、
カ
ン
ト
（
一
日
日
D
⇒
¢
長
内
9
5
鉱
刈
卜
。
駆
-

一
〇
。
O
ら
）
の
「
実
践
理
性
」
と
は
正
反
対
の
「
道
徳
的
本
能
」

と
呼
べ
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
．
し
か
し
こ
の
「
良
心
」
は
、

「
道
徳
的
本
能
」
と
は
以
下
の
点
で
決
定
的
に
異
な
る
。
す
な

わ
ち
、
動
物
が
各
々
の
本
能
に
応
じ
て
環
境
世
界
の
一
定
の
知

覚
目
標
に
対
し
て
反
応
す
る
場
合
、
時
と
所
を
問
わ
ず
、
あ
ら

ゆ
る
個
体
に
共
通
に
固
定
さ
れ
た
「
一
般
的
な
図
式
」
に
し
た

が
っ
て
行
わ
れ
る
。

 
動
物
の
こ
の
よ
う
な
本
能
図
式
の
有
効
性
は
た
ん
に
一
般
的

に
妥
当
し
、
多
数
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
妥
当
す
る
に
す
ぎ
ず
、

個
々
の
場
合
に
は
役
立
た
な
い
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
こ
こ
で
蟻
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
織
を
引
き
合
い
に
出
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
蟻
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
織
全
体
を
保
持
す
る
た
め
に
は
、
時
と
し
て
本
能
的
に
一
匹

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
蟻
の
生
命
を
奪
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
つ
ま
り
生
命
的
本
能

は
時
と
し
て
個
体
を
無
視
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
と
こ
ろ
が
人

間
の
「
道
徳
的
本
能
」
と
し
て
の
「
良
心
」
の
有
効
性
は
コ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

般
的
な
図
式
」
に
は
け
う
し
て
従
わ
ず
、
い
つ
で
も
た
だ
個
体

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
み
に
、
し
か
も
具
体
的
な
も
の
に
の
み
向
け
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

 
 
 
 
 
へ

 
こ
の
よ
う
に
道
徳
的
本
能
と
し
て
の
「
良
心
」
に
導
か
れ
た

真
の
人
間
の
生
活
と
は
つ
ね
に
、
「
絶
対
的
に
具
体
的
な
状
況

へ
と
向
け
ら
れ
た
絶
対
的
に
人
格
的
個
人
的
な
生
活
」
八
な
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
「
良
心
と
は
、
．
私
の
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コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個
人
的
人
格
的
な
『
存
在
」
の
具
体
的
な
『
存
在
の
場
」
を
い

ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
も
あ
ら
か
じ
め
そ
の
中
に
含
ん
で
い
る
も
の
」
九
と
断
言
し

え
る
の
で
あ
る
。

 
私
見
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ク
ル
の
真
の
人
問

へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
い
つ
で
も
常
に
、
他
に
代
替
し
え
な
い
一

個
の
人
格
の
価
値
を
大
前
提
に
注
が
れ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴

が
見
出
さ
れ
、
い
つ
い
か
な
る
場
面
に
お
い
て
も
、
一
人
の
人

間
は
全
体
へ
と
埋
没
す
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
か
ら
「
苦
悩
す
る

人
間
」
へ
の
暖
か
い
励
ま
し
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

 
 
第
二
節
 
 
コ
愛
」
の
決
断
ー
ペ
ス
タ
ロ
》
チ
の
場
合
1

 
と
こ
ろ
で
、
「
良
心
」
が
必
要
な
一
つ
の
も
の
を
開
示
す
る

の
と
同
様
に
、
「
愛
」
も
ま
た
愛
さ
れ
る
人
の
唯
一
無
二
の
可

能
性
を
開
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
の
関
連
で
フ
ラ
ン
ク

ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、
「
実
に
愛
の
み
が
は
じ

め
て
、
一
人
の
人
格
を
そ
の
唯
一
性
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
誰

の
も
の
で
も
な
い
そ
の
人
自
身
の
絶
対
的
な
個
体
と
し
て
直
観

す
る
」
δ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
。

 
「
良
心
」
の
決
断
と
同
じ
く
、
「
愛
」
の
決
断
が
論
じ
ら
れ

る
と
き
に
は
、
た
と
え
ば
伴
侶
の
選
択
、
つ
ま
り
愛
の
選
択
は

「
そ
れ
が
衝
動
的
な
も
の
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
た
も
の
で
な
い

限
り
に
お
い
て
の
み
、
真
の
選
択
で
あ
り
う
る
」
二
と
言
え
よ

う
。
無
意
識
的
な
原
理
で
あ
る
エ
ス
的
な
「
心
像
」
（
イ
マ
ー

。
コ
）
が
愛
の
選
択
を
規
定
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
「
真
の
愛
」

で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
真
の
「
愛
に
お
い
て
は
自
我
は
決
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て
エ
ス
に
よ
っ
て
駆
り
た
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
愛
に
お
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て
は
自
我
は
汝
の
た
め
に
『
決
断
す
る
』
の
で
あ
る
」
。
三
ま

さ
に
フ
ラ
ン
ク
ル
の
指
摘
ど
お
り
、
「
愛
」
（
リ
ー
ベ
）
と
「
衝

動
」
（
ト
リ
ー
ベ
）
の
脚
韻
は
け
っ
し
て
許
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
は
な
い
。

 
こ
う
し
た
「
愛
の
決
断
」
を
教
育
学
的
に
考
察
す
る
場
合
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
任
意
に
三
井
浩
（
一
〇
〇
α
山
O
o
。
O
）
の
『
愛

の
場
所
』
三
か
ら
有
意
義
な
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
教
育
学
が
成
立
す
る
大
前
提
と
し
て
「
教
育
愛
」
の
重
要

性
を
い
つ
で
も
強
調
す
る
三
井
は
、
た
と
え
ば
自
己
の
最
隣
人

で
あ
る
親
と
子
の
教
育
体
験
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
含
蓄
の
あ

る
指
摘
を
し
て
い
る
。

 
家
庭
に
お
け
る
子
ど
も
を
、
歴
史
的
・
社
会
的
現
実
の
た
だ

中
に
あ
る
も
の
と
捉
え
た
う
え
で
、
続
け
て
三
井
は
言
う
。
す

な
わ
ち
「
こ
の
自
己
の
愛
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
直
ぐ
そ
ば
に

い
る
隣
入
で
あ
る
子
ど
も
の
真
の
教
育
に
熱
意
を
持
た
な
い
も

の
が
、
社
会
的
現
実
と
し
て
の
教
育
状
態
を
い
か
に
客
観
的
に

調
査
統
計
し
て
教
育
科
学
的
に
研
究
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
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は
人
間
を
愛
し
善
く
し
よ
う
と
す
る
真
の
教
育
学
で
あ
る
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
で
き
な
い
」
。
西
（
傍
点
筆
者
）

 
こ
れ
と
の
関
連
で
、
三
井
は
続
け
て
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ

（
冒
冨
づ
口
＝
Φ
言
ユ
魯
℃
Φ
ω
け
巴
o
N
N
二
軍
①
高
Q
。
鷺
〉
の
コ
愛
」

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
を
展
開
し
て
ゆ
く
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ

チ
は
「
わ
が
子
の
教
育
の
現
実
」
に
直
面
し
て
、
こ
こ
に
「
教

育
者
と
し
て
の
べ
ス
タ
ロ
ッ
テ
」
が
誕
生
す
る
と
三
井
は
指
摘

し
て
い
る
。
農
業
改
良
家
と
し
て
の
致
命
的
な
痛
手
を
負
っ
た

一
七
七
四
年
一
月
か
ら
妻
の
ア
ン
ナ
と
共
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ

ば
ヤ
コ
ブ
に
つ
い
て
の
詳
細
な
育
児
日
記
を
付
け
始
め
る
。
こ

こ
に
フ
ラ
ン
ク
ル
の
主
張
す
る
「
愛
の
決
断
」
の
崇
高
な
実
例

が
垣
間
見
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
つ
ま
り
、
わ
が
子
の
教
育
に
直
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
育

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

者
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
中
に
根
本
実
在
と
し
て
の
愛
が
燃
え
あ
が

り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
ペ
ス
召
声
ッ
チ
は
こ
の
独
創
的
な
日

記
を
創
造
し
た
と
、
三
井
は
推
察
す
る
の
で
あ
る
。
孟
こ
こ
で

の
「
根
本
実
在
と
し
て
の
愛
」
は
、
わ
れ
わ
れ
が
先
に
考
察
し

て
き
た
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ク
ル
の
言
う
「
衝
動
的
な
も
の
」
に

よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
も
の
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
も
の
で
あ

り
、
、
む
し
ろ
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
が
ヤ
コ
ブ
と
い
う
実
の
子
で
あ
る

「
汝
」
の
た
め
に
ま
さ
に
決
断
し
た
「
愛
」
な
の
で
あ
る
。

 
こ
う
し
た
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
「
愛
の
決
断
」
は
、
ヤ
コ
ブ
へ

の
教
育
愛
の
実
践
と
し
て
じ
ょ
じ
ょ
に
結
実
し
て
ゆ
く
。
父
と

な
っ
た
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
は
「
自
己
の
徹
底
的
な
無
力
と
、
（
中

略
）
そ
の
祖
父
か
ら
受
け
継
い
だ
宗
教
心
を
さ
ら
に
深
め
た
。

そ
れ
は
彼
が
自
己
の
子
に
し
て
自
己
の
露
な
ら
ぬ
神
の
観
た
る

ヤ
コ
ブ
の
成
長
発
展
に
対
す
る
教
育
者
と
し
て
の
苦
悩
か
ら
生

じ
た
の
で
あ
る
が
、
今
や
そ
の
悩
み
の
解
決
へ
の
努
力
と
な
っ

て
現
実
に
実
践
を
開
始
し
た
」
一
六
の
で
あ
る
。

 
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
息
子
ヤ
コ
ブ
へ
の
「
愛
」
は
、
こ
こ
で
フ

ラ
ン
ク
ル
の
言
う
、
一
人
の
人
格
を
そ
の
唯
一
性
に
お
い
て
、

絶
対
的
な
個
体
と
し
て
直
観
す
る
一
つ
の
良
き
具
体
例
と
は
考

え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
 
第
三
節
 
精
神
的
無
意
識
と
し
て
の
「
芸
術
的
良
心
」

 
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
「
良
心
」
と
し
て
の
エ
ー
ト
ス

的
な
も
の
や
、
「
愛
」
と
し
て
の
エ
ロ
ス
的
な
も
の
の
他
に
、

パ
ト
ス
的
な
も
の
も
人
間
の
精
神
的
無
意
識
の
直
観
に
根
ざ
し

て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
精
神
的
無
意
識
の
な
か

に
は
エ
ー
ト
ス
的
無
意
識
す
な
わ
ち
道
徳
的
良
心
と
と
も
に
、
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

わ
ば
美
的
な
無
意
識
す
な
わ
ち
芸
術
的
良
心
も
宿
っ
て
い
る
」
一
七

（
傍
点
筆
者
）
と
フ
ラ
ン
ク
ル
は
理
解
し
て
い
る
。

 
芸
術
に
携
わ
る
者
は
、
芸
術
的
創
造
を
自
ら
の
無
意
識
の
精

神
性
に
依
存
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
も
言
う
よ
う
に
、
「
そ
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れ
自
体
非
合
理
な
、
そ
れ
ゆ
え
決
し
て
合
理
化
し
尽
く
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
良
心
の
直
観
に
は
、
芸
術
家
に
お
け
る
霊
感
が
対

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

応
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
霊
感
も
ま
た
無
意
識
の
精
神
性
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

領
域
に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
」
。
天
（
傍
点
筆
者
）

 
芸
術
家
が
創
作
中
、
少
し
で
も
過
剰
な
意
識
が
働
く
と
「
無

意
識
か
ら
の
創
造
」
が
妨
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
一
種
の
ハ
ン
デ
ィ

．
キ
ャ
ッ
プ
に
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
い
つ

も
で
き
る
限
り
意
識
的
に
演
奏
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
、
あ

る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
症
例
を
次
の
よ
う
に
興
味
深
く
報
告

し
て
い
る
。
彼
は
常
々
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
正
し
い
持
ち
方
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ら
演
奏
技
法
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
を
意
識
的
に
反
省
的
に
行

 
 
 
 
 

お
う
と
努
力
し
て
き
た
。

 
と
こ
ろ
が
そ
の
結
果
、
彼
は
芸
術
家
と
し
て
行
き
詰
ま
っ
て

し
ま
う
他
な
く
な
り
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
も
と
へ
相
談
に
来
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
の
治
療
に
際
し
て
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
何
よ

り
も
過
度
の
反
省
と
自
己
観
察
の
癖
を
取
り
除
か
せ
よ
う
と
試

み
た
。
つ
ま
り
そ
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
「
脱
・
反
省
」
を

促
す
こ
と
が
、
彼
の
治
療
そ
の
も
の
を
意
味
し
た
。
フ
ラ
ン
ク

ル
は
言
う
。
「
精
神
療
法
に
よ
っ
て
、
彼
の
な
か
に
蔵
さ
れ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
る
無
意
識
の
も
の
が
彼
の
意
識
に
く
ら
べ
て
ど
ん
な
に
『
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 

り
音
楽
的
』
で
あ
る
か
を
繰
り
か
え
し
繰
り
か
え
し
彼
に
気
づ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ

か
せ
て
や
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
患
者
の
た
め
に
無
意
識
へ
の

 
 
 
 
 

信
頼
を
取
り
戻
し
て
や
る
」
一
九
（
傍
点
筆
者
）
試
み
が
実
行
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

 
そ
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
は
フ
ラ
ン
ク
ル
の
治
療
の
甲
斐
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
り
、
彼
は
「
本
質
的
に
無
意
識
的
な
（
再
）
創
造
の
過
程
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

過
度
の
意
識
作
用
の
阻
害
的
な
影
響
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
無
意

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

識
の
有
す
る
芸
術
的
『
創
造
力
』
の
い
わ
ば
抑
制
解
除
が
な
さ

れ
た
」
二
〇
の
で
あ
る
。

 
こ
の
症
例
を
通
し
て
、
精
神
療
法
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
重

要
な
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
と
フ
ラ
ン
ク
ル
は
言
う
。
す
な
わ

ち
、
精
神
療
法
の
秘
訣
は
、
患
者
の
問
題
を
す
べ
て
意
識
化
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

る
こ
と
で
は
な
く
、
「
あ
る
こ
と
を
た
だ
ほ
ん
の
し
ば
ら
く
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

間
だ
け
意
識
的
に
し
て
や
る
」
三
（
傍
点
筆
者
）
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。

 
上
述
の
フ
ラ
ン
ク
ル
の
視
点
は
、
今
日
の
教
育
的
営
み
に
お

い
て
決
定
的
に
重
要
な
提
言
と
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
従
来
の
教
育
的
営
み
に
お
い
て
は
「
意
識
化
す
る

こ
と
」
に
の
み
教
育
者
の
関
心
が
焦
点
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

「
無
意
識
へ
の
信
頼
」
と
い
う
視
点
は
ほ
ど
ん
ど
無
視
さ
れ
る

傾
向
に
あ
っ
た
。

 
こ
う
し
た
傾
向
が
現
代
の
教
育
的
特
徴
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

フ
ラ
ン
ク
ル
の
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
の
視
点
は
以
下
の
理
由
で
筆
者

に
は
教
育
学
的
に
ひ
じ
ょ
う
に
ユ
ニ
ー
ク
か
つ
注
目
に
値
す
る
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と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ク
ル
の
ね
ら
い
は
、

の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

患
者
の
精
神
的
に
無
意
識
な
も
の
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
だ
が
、
そ
れ
は
必
ず
最
後
に
は
も
う
一
度
「
無
意
識
」
に
戻

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
て
や
る
前
段
階
と
し
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
無
意
識
の
「
可
能
態
」
（
ポ
テ
ン
チ
ア
）
を
、
意
識
の
「
現

実
態
」
（
ア
ク
ト
ゥ
ス
）
に
ま
で
導
い
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
結
局
や
は
り
無
意
識
の
「
常
態
」
（
ハ

・
ビ
ト
ゥ
ス
）
を
作
り
出
し
て
や
る
た
め
と
い
う
以
外
の
目
的
を

持
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
フ
ラ
ン
ク
ル
は
強
調
す
る
の
で
あ

る
。
一
三

 
こ
の
問
題
を
教
育
学
に
移
行
し
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
新

し
い
教
育
実
践
に
「
無
意
識
」
と
い
う
概
念
を
通
し
て
一
つ
の

共
通
項
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
以
下
で
は
そ
の
点
に

焦
点
づ
け
て
結
論
へ
と
導
い
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

第
四
節
 
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
強
調
す
る
「
無
意
識
の
教
育
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
結
語
に
代
え
て

 
「
無
意
識
」
の
領
域
の
重
要
性
を
教
育
学
の
観
点
か
ら
強
調

し
て
い
る
の
が
、
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
（
勿
＆
o
犀

ω
け
①
冒
①
円
レ
。
。
①
一
山
り
ト
。
α
）
そ
の
人
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ

れ
ば
、
現
代
の
教
育
が
も
っ
ぱ
ら
「
意
識
の
教
育
」
に
重
点
が

置
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
の
教
育
は
「
無
意
識
の

教
育
」
を
大
切
に
し
た
と
い
う
。
た
と
え
ば
「
無
意
識
の
教
育
」

と
い
う
こ
と
で
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
理
論
的
に
頭
で
考
え
る
前

に
、
練
習
を
通
し
て
手
足
を
繰
り
か
え
し
繰
り
か
え
し
動
か
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
型
を
身
体
が
憶
え
る
よ
う
に
仕
込
む
教
育
の

事
例
を
考
え
て
い
る
。

 
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
研
究
家
の
高
橋
巌
（
一
Φ
b
。
Q
。
-
）
に
よ
れ
ば
、
現

代
の
入
間
は
、
知
的
な
判
断
が
で
き
た
り
、
民
主
主
義
も
わ
き

ま
え
て
い
る
が
、
自
分
独
自
の
「
魂
」
の
様
式
が
な
か
な
か
身

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
っ
か
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
学
校
教
育
そ
の
も
の
の
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
に
、
「
無
意
識
の
教
育
」
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
か
ら
で

あ
る
と
、
考
え
て
い
る
。
二
三

 
「
無
意
識
の
教
育
」
を
実
践
す
れ
ば
「
幼
児
の
も
っ
て
い
る

力
」
が
存
分
に
発
揮
で
き
る
が
、
他
方
「
意
識
の
教
育
」
・
だ
け

に
固
執
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
人
間
本
来
の
力
」
が
失
わ
れ
て

し
ま
う
こ
と
を
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
警
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
指
摘
は
先
の
フ
ラ
ン
ク
ル
が
紹
介
し
た
「
い
つ
も
意

識
的
に
演
奏
し
よ
う
と
努
力
し
て
行
き
詰
ま
っ
た
ヴ
ァ
イ
オ
ニ

リ
ス
ト
」
の
具
体
例
と
問
題
点
を
多
く
共
有
し
て
い
な
い
だ
ろ

う
か
。

 
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
『
教
育
芸
術
 
 
方
法
論
と
教
授
法
1
」
』

の
第
四
講
（
一
Φ
一
①
・
Q
o
'
鱒
㎝
）
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

子
ど
も
た
ち
が
一
体
な
ぜ
、
今
、
教
室
に
い
る
か
、
と
い
う
こ
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と
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
が
最
初
の
課
題
と
な
る
と
し
た
う
え

で
、
「
『
君
た
ち
は
今
こ
う
し
て
学
校
に
や
っ
て
き
た
ね
。
そ
れ

で
は
な
ぜ
君
た
ち
が
学
校
に
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
少
し

話
し
て
み
よ
う
』
 
 
、
こ
う
言
う
の
で
す
。
そ
し
て
学
校
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

来
る
と
い
う
行
為
が
、
子
ど
も
た
ち
の
意
識
の
中
に
は
っ
き
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
に
す
る
の
で
す
」
。
二
四
（
傍
点
筆
者
）

 
こ
の
よ
う
に
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
述
べ
た
後
、
ど
の
よ
う
な
教

育
実
践
に
お
い
て
も
、
先
達
に
対
す
る
「
尊
敬
」
「
共
感
」
「
喜

び
」
の
気
持
ち
が
あ
ら
ゆ
る
手
立
て
を
使
っ
て
子
ど
も
の
中
に

育
ま
れ
な
け
れ
ば
彼
ら
を
け
っ
し
て
正
し
い
方
向
へ
導
く
こ
と

が
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。
二
五

 
続
け
て
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
言
う
。
「
学
校
で
こ
れ
か
ら
学
ぶ

事
柄
に
、
子
ど
も
た
ち
の
敬
意
と
尊
敬
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
、

そ
れ
が
大
切
な
の
で
す
」
。
二
六
尊
敬
の
念
で
周
囲
の
文
化
現
象

に
目
を
向
け
る
と
い
う
こ
と
が
、
初
め
か
ら
子
ど
も
の
心
の
中

に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
二
七

 
す
な
わ
ち
「
子
ど
も
の
心
の
中
に
こ
の
よ
う
な
感
情
が
呼
び

起
こ
さ
れ
な
け
れ
ば
、
教
育
の
現
場
で
私
た
ち
は
決
し
て
前
進

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
ま
た
、
子
ど
も
の
魂
が
こ
れ
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ら
何
を
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
け
れ
ば
、
教
育
は
前
進
し
ま
せ
ん
」
。
二
八

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 

 
し
か
し
こ
こ
で
最
終
的
に
重
要
な
の
は
、
何
を
や
る
か
を
回

り
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

識
さ
せ
た
う
え
で
、
そ
れ
が
ま
た
無
意
識
に
刻
印
さ
れ
て
ゆ
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プ
ロ
セ
ス
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
無
意
識
に
沈
み
残

 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
も
の
こ
そ
、
本
物
の
「
生
き
る
力
」
と
な
っ
て
ゆ
く
も
の
と

思
わ
れ
る
。

 
こ
れ
と
の
関
連
で
、
先
述
の
フ
ラ
ン
ク
ル
が
治
療
に
あ
た
っ

た
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
例
と
極
め
て
類
似
し
た
事
例
が
、
高

橋
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
そ
も
そ
も
授
業

や
教
育
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
普
通
習
慣
的
に
生
活

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
『
意
識
化
す
る
よ
う
に
す
る
』

こ
と
な
の
で
す
。
一
方
で
は
、
子
供
が
何
の
た
め
に
学
校
に
来

る
の
か
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
し
た
意
志
を
持
て
る
よ
う
に
す

る
こ
と
、
他
方
で
は
、
子
供
が
大
人
に
対
し
て
敬
度
な
思
い
、

尊
敬
の
念
を
持
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
」
二
乳
（
傍
点
筆
者
）
が
極

め
て
重
要
な
視
点
と
な
る
、
と
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
考
え
て
い
る
。

 
さ
ら
に
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
教
育
に
詳
し
い
子
安
美
知
子
（

一
⑩
ω
。
。
-
）
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
学
校
で
め
ざ
す
「
善
い

授
業
」
と
は
「
子
ど
も
の
意
志
、
行
動
力
ま
で
動
員
す
る
こ
と
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子
ど
も
の
無
意
識
の
部
分
に
、
将
来
、
知
性
と
か
思
考
力
と
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

に
な
っ
て
い
く
種
子
を
播
い
て
お
く
こ
と
」
三
〇
（
傍
点
筆
者
）

で
あ
る
と
い
う
。

 
た
と
え
ば
小
学
校
五
年
春
に
な
る
と
文
法
が
開
始
さ
れ
る
。
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そ
の
と
き
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
学
校
の
先
生
は
、
コ
年
生
の
と
き
、

『
山
』
を
言
色
で
書
い
た
か
覚
え
て
い
る
か
ね
」
と
は
子
ど
も

た
ち
に
聞
か
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
た
と
え
聞
い
た
と
し
て

も
「
意
識
」
の
レ
ベ
ル
で
、
子
ど
も
た
ち
は
皆
忘
れ
て
い
る
か

ら
だ
と
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
言
う
。
し
か
し
一
・
二
年
生
で
「
毎

日
毎
日
色
分
け
し
て
書
い
た
そ
の
事
実
は
、
遜
色
だ
っ
た
か
と

い
う
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
・
子
ど
も
た
ち
の
な
か
に
体
験
と
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

残
っ
て
い
る
の
で
す
。
無
意
識
の
領
域
に
沈
み
こ
ん
で
ず
っ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

残
っ
て
い
ま
す
。
五
年
生
に
な
る
ま
で
の
何
年
間
か
、
そ
れ
は

子
ど
も
た
ち
の
な
か
で
熟
し
て
い
る
の
で
す
」
．
＝
（
傍
点
筆
者
）

と
は
子
安
の
指
摘
で
あ
る
。

 
そ
し
て
五
年
生
に
な
っ
て
文
法
の
授
業
が
始
ま
り
、
少
し
ず

つ
名
詞
と
か
動
詞
と
か
の
授
業
内
容
が
始
ま
る
と
、
「
子
ど
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
ち
の
な
か
の
忘
れ
て
い
る
は
ず
な
の
に
忘
れ
て
い
な
い
、
無

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意
識
の
底
に
沈
ん
で
い
る
も
の
と
が
結
び
つ
い
て
、
文
法
と
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

う
文
章
の
骨
格
が
意
識
の
深
い
と
こ
ろ
が
ら
わ
か
っ
て
」
三

（
傍
点
筆
者
）
く
る
と
い
う
。

 
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
自
身
は
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
。
「
私
た
ち
は
、
無
意
識
に
語
る
こ
と
ば
の
文
法
規
則
を
学

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ぶ
こ
と
で
、
そ
も
そ
も
何
を
得
る
の
で
し
ょ
う
か
。
言
語
を
無

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意
識
な
状
態
か
ら
意
識
化
し
た
も
の
に
変
え
よ
う
と
い
う
の
で

の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

す
。
（
中
略
）
無
意
識
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
意
識
化
す
る
た
め

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
教
え
る
の
で
す
。
実
際
、
人
間
は
生
活
の
中
で
外
界
に
対
し

て
無
意
識
的
に
か
、
あ
る
い
は
半
無
意
識
的
に
関
わ
っ
て
い
き

ま
す
」
。
三
三
（
傍
点
筆
者
）

 
シ
ュ
タ
イ
ナ
L
学
校
で
も
特
に
低
学
年
の
授
業
は
、
や
さ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
と
い
ゾ
つ
観
点
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
無
意
識
の
部
分
に
働

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

き
か
け
て
い
る
授
業
に
そ
の
比
重
を
置
く
と
い
う
。
そ
こ
で
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
は
言
う
。
「
今
、
日
本
に
無
意
識
の
領
域
の
教
育
と
い
う
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
を
考
え
て
い
る
教
育
者
は
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
。
こ
の
子
の

無
意
識
の
と
こ
ろ
こ
そ
が
今
だ
い
じ
な
の
だ
、
と
い
う
観
点
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立
っ
た
教
育
が
な
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
八
中
略
）
今
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
子
の
無
意
識
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
だ
い
じ
な
ん
だ
と
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

う
気
持
ち
を
、
親
や
ま
わ
り
の
お
と
な
が
も
っ
て
い
る
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
中
略
）
そ
れ
が
『
芸
術
で
ひ
た
さ
れ
た
」
授
業
の
根
拠
で
も

 
 
 
 
 

あ
る
の
で
し
ょ
う
」
。
三
四
（
傍
点
筆
者
）

 
こ
う
し
た
一
連
の
発
言
を
要
約
し
た
だ
け
で
も
、
先
の
い
つ

も
で
き
る
限
り
「
意
識
的
」
に
演
奏
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
た

あ
る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
に
対
し
て
、
「
無
意
識
」
に
働
き
か

け
て
「
脱
・
反
省
」
を
促
す
と
い
う
フ
ラ
ン
ク
ル
の
治
療
方
法

が
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
教
育
方
法
と
多
く
の
点
で
類
似
す
る
こ

と
に
気
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
。

 
先
述
の
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
芸
術
家
と
し
て
行
き
詰
ま
っ

て
い
た
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
、
彼
の
な
・
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・
E
・
フ
ラ
ン
ク
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形
成
論
（
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の
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
に
蔵
さ
れ
て
い
た
無
意
識
の
も
の
が
意
識
的
な
も
の
に
比
べ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
の
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て
ど
ん
な
に
よ
り
音
楽
的
で
あ
る
か
、
を
繰
り
か
え
し
指
摘
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

気
づ
か
せ
、
彼
の
た
め
に
無
意
識
へ
の
信
頼
を
取
り
戻
し
て
や

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 

る
試
み
が
実
行
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
治
療
は
ま
さ
に
シ
ュ
タ
イ

ナ
i
学
校
の
全
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
実
践
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ

り
、
こ
の
教
育
実
践
の
視
点
は
「
意
識
」
を
全
面
に
押
し
出
し

て
い
る
現
代
の
教
育
現
場
の
行
き
詰
ま
り
を
解
消
す
る
端
緒
の

一
つ
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
最
後
に
、
フ
ラ
ン
ク
ル
と
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
人
間
性
を
深
め

る
共
通
の
要
素
と
し
て
、
「
芸
術
性
」
の
概
念
に
着
目
し
て
み

よ
う
。
フ
ラ
ン
ク
ル
に
あ
っ
て
は
、
「
愛
」
や
「
良
心
」
を
育

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

む
も
の
と
し
て
、
美
的
な
無
意
識
、
つ
ま
り
無
意
識
の
芸
術
性

に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
他
方
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
も
ま
た
、

子
ど
も
が
強
い
意
志
を
も
つ
た
め
に
、
そ
し
て
知
性
や
思
考
力

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 

を
育
む
た
め
に
は
、
芸
術
で
浸
さ
れ
た
授
業
が
ど
れ
ほ
ど
大
切

で
あ
る
か
を
至
る
と
こ
ろ
で
強
調
し
て
い
る
。

 
た
と
え
ば
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
「
授

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業
を
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
芸
術
的
な
要
素
で
充
た
さ
な
け
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
芸
術
的
な
も
の
を
子
ど
も
の
中
に

育
て
る
こ
と
に
、
初
め
か
ら
大
き
な
価
値
を
置
く
必
要
が
あ
る

の
で
す
」
。
三
五
（
傍
点
筆
者
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
授
業
を
芸
術
的
に
形
成
す
る
こ
と
に
よ

り
、
特
に
子
ど
も
の
意
志
の
働
き
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考
え
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
芸
術
的
な
授
業
に
よ
り
、
「
人
間

の
中
の
死
ん
だ
部
分
、
硬
直
し
た
部
分
を
生
き
い
き
と
甦
ら
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
三
六
の
で
あ
る
。

 
さ
ら
に
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
教
育
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
広
瀬

俊
雄
（
一
⑩
ら
ト
っ
-
）
の
こ
の
点
に
つ
い
て
の
見
解
を
聞
い
て
み

よ
う
。
「
芸
術
的
な
行
為
・
活
動
は
、
子
ど
も
の
意
志
や
感
情
に

働
き
か
け
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
活
発
に
し
そ
の
発
達
を
促
さ
ず

に
は
お
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
（
中
略
）
授

業
を
芸
術
的
に
構
成
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
国
語
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社
会
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
授
業
を
芸
術
的
に
行
う
の
は
、
魂

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
な
か
の
感
情
や
意
志
の
育
成
に
す
ぐ
れ
た
力
を
発
揮
す
る
か

ら
で
あ
る
」
。
三
七
（
傍
点
筆
者
）

 
特
に
児
童
期
の
教
師
は
授
業
を
芸
術
的
に
構
成
で
き
る
と
き

に
、
子
ど
も
の
魂
を
健
全
に
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
。
そ
の
た
め
に
最
も
根
本
的
な
こ
と
と
し
て
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー

は
「
感
激
」
（
国
昌
9
話
冨
ω
B
二
ρ
o
d
①
α
q
皿
ω
け
①
≡
お
）
概
念
を
取

り
上
げ
て
い
る
。
続
け
て
広
瀬
は
言
う
。
「
教
師
は
、
自
ら
の

う
ち
に
感
激
を
持
つ
と
き
、
真
に
魂
の
芸
術
家
に
な
る
こ
と
が

で
き
る
。
教
師
が
魂
の
芸
術
家
に
な
る
に
は
、
（
中
略
）
こ
の

芸
術
的
な
構
成
に
対
す
る
感
激
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
中

略
）
し
た
が
っ
て
、
教
師
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
教
師
が
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自
ら
の
内
部
に
感
激
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
」
。
三
八

 
フ
ラ
ン
ク
ル
は
ま
た
、
エ
ー
ト
ス
的
な
も
の
の
他
に
パ
ト
ス
的

な
も
の
も
人
間
の
精
神
的
無
意
識
の
直
観
に
根
ざ
す
と
考
え
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パ
ト
ス
つ
ま
り
芸
術
的
・
美
的
で
感
激
す
る
も
の
も
人
間
の
無

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意
識
の
精
神
性
に
と
っ
て
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い

う
先
の
フ
ラ
ン
ク
ル
の
主
張
が
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
教
育
論
と
み

ご
と
に
重
な
り
合
う
こ
と
が
こ
こ
に
傍
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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しノ＼七八九
。二三三六五 四

閃
巴
け
戸
諺
口
国
く
巴
。
鋤
口
O
ロ
σ
噛
閃
冨
コ
匹
．
ω
国
×
一
曾
①
づ
江
巴

＞
b
O
8
8
げ
8
℃
ω
《
o
げ
0
9
Φ
茜
b
団
・
℃
お
砂
8
げ
《
＜
一
葺
。
同
国
ヨ
出

閃
鑓
づ
匹
堕
b
J
①
必
至
ゆ
○
○
評
団
〇
二
ω
ρ
G
◎
〉
二
鵠
。
σ
q
Φ
算
Ω
茜
コ
α
力
。
℃
δ
ω
》

ζ
8
三
σ
q
p
ロ
一
①
①
一
-
一
〇
刈
P
ω
・
㎝
①
h

ド
ナ
ル
ド
・
ト
ウ
ィ
デ
ィ
著
、
武
田
健
訳
、
『
フ
ラ
ン
ク
ル
の
心

理
学
」
、
み
く
に
書
店
、
一
九
六
八
年
、
第
一
刷
、
一
九
六
頁
。

＜
貯
8
『
国
∋
は
閃
鑓
づ
匹
”
U
興
．
¢
コ
σ
Φ
≦
犀
ゆ
↓
Φ
O
o
雰
ω
・
心
一
●

 
フ
ラ
ン
ク
ル
著
、
『
識
ら
れ
ざ
る
神
」
、
三
五
頁
。

＜
貯
8
憎
国
］
日
出
局
茜
⇒
匹
層
p
p
O
．
ω
曹
蔭
一
．

 
フ
ラ
ン
ク
ル
著
、
前
掲
書
、
一
二
六
頁
。

≦
軍
。
同
国
日
一
一
寄
き
軍
鉾
鉾
○
●
ω
・
お
h

 
フ
ラ
ン
ク
ル
著
、
前
掲
書
、
三
八
頁
。

＜
貯
8
『
国
日
出
両
舌
づ
野
臥
P
9
0
●
ω
'
心
心
・

フ
ラ
ン
ク
ル
著
、
前
掲
書
、
三
八
頁
。

＜
房
8
円
国
ヨ
置
閃
茜
口
恥
層
鋤
．
9
・
ρ
ω
“
蒔
曹

 
フ
ラ
ン
ク
ル
著
、
前
掲
書
、
三
九
頁
。
．

≦
江
。
同
国
B
出
恥
き
旦
p
p
ρ
ω
・
畠
・

 
フ
ラ
ン
ク
ル
著
、
前
掲
書
、
三
九
頁
。

＜
節
8
『
国
］
日
竺
閃
冠
コ
匹
噂
鋤
●
鋤
・
○
●
ω
・
心
0
・

フ
ラ
ン
ク
ル
著
、
前
掲
書
、
四
〇
頁
。

三
井
浩
著
、
『
愛
の
場
所
』
、
玉
川
．
大
学
出
版
部
嘱
一
九
八
一
年
、

第
六
刷
。

三
井
浩
著
、
前
掲
書
、
二
七
頁
。

三
井
浩
著
、
前
掲
書
、
二
、
八
頁
参
照
。

三
井
浩
著
、
前
掲
書
、
二
九
頁
。

、
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V
・
E
・
フ
ラ
．
ン
ク
ル
に
お
け
る
人
間
形
成
論
（
一
）

四三ニー〇九八七
二五二六

≦
評
§
国
二
一
寄
き
貫
U
興
二
暮
睾
島
け
①
9
雰
ω
・
心
①
・
．
．

フ
ラ
ン
ク
ル
著
、
『
識
ら
れ
ざ
る
神
」
、
前
掲
書
、
四
〇
頁
。

＜
涛
8
目
国
∋
＝
閃
冨
づ
匹
》
9
p
・
ρ
O
o
」
①
．

フ
．
ラ
ン
ク
ル
著
、
前
掲
書
、
四
〇
頁
。

＜
涛
8
肘
国
日
一
一
国
雷
コ
匹
”
9
9
・
○
．
ω
．
蔭
S

フ
ラ
ン
ク
ル
著
、
前
掲
書
、
西
一
頁
。

≦
耳
。
村
国
日
鵠
甲
き
葬
鉾
p
O
．
ω
●
ミ
捨

．
フ
ラ
ン
ク
ル
著
、
前
掲
書
、
四
一
頁
。

＜
一
葺
○
憎
国
B
＝
悶
δ
口
写
導
9
・
鋤
・
○
・
ω
・
心
Q
◎
．

フ
ラ
ン
ク
ル
著
、
前
掲
書
、
四
二
頁
。

＜
σ
q
r
＜
貯
8
『
自
宗
出
閃
茜
口
耳
り
9
．
9
0
．
ω
・
駆
G
o
・

フ
ラ
ン
ク
ル
著
、
前
掲
書
、
四
二
頁
参
照
。

高
橋
巌
著
、
『
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
教
育
入
門
』
、
角
川
書
店
、
一
九
八

七
年
、
第
六
版
、
二
五
頁
参
照
。

幻
＝
α
○
罵
 
ω
け
①
ぎ
Φ
斜
 
国
増
鼠
Φ
げ
ニ
コ
σ
q
ω
評
二
三
界
 
 
］
≦
Φ
9
0
臼
ω
O
写

U
置
欝
瀞
。
冨
ω
・
＜
醇
N
①
巨
く
。
同
鼠
σ
q
ρ
α
q
Φ
訂
冨
二
手
ω
豆
け
ヴ

αq

緒
d
く
。
日
b
。
一
・
》
二
α
q
長
け
亘
の
㎝
層
ω
Φ
冥
Φ
3
σ
2
一
⑩
一
P
削
去
9
暁

ω
け
Φ
言
興
く
①
二
鋤
σ
q
U
o
旨
9
9
＼
ω
9
毒
Φ
四
一
⑩
設
・
ω
●
O
b
。
・

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
、
高
橋
巌
訳
、
『
教
育
芸
術
．
一
方
法
論
と
教

授
法
」
、
筑
摩
童
旦
房
、
一
九
八
九
年
、
初
版
第
一
刷
、
五
九
頁
-

六
〇
頁
。

＜
σ
q
r
幻
5
α
O
需
ω
8
ヨ
興
b
●
口
●
O
・
ω
．
㎝
Q
。
．

シ
ュ
タ
イ
ナ
i
著
、
前
掲
書
、
六
十
頁
参
照
。

幻
⊆
α
o
罵
ω
＄
ヨ
興
b
』
．
○
・
ω
・
㎝
ω
●

シ
ュ
タ
イ
ナ
i
著
、
前
掲
書
、
⊥
ハ
十
頁
。

ノN 一ヒゴ
二九三〇ゴ＝三二三三三

四
三五三六三七三八

高
橋
巌
著
、
・
『
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
教
育
入
門
』
、
一
二
四
頁
参
照
。

力
仁
α
O
罵
 
ω
け
Φ
ヨ
①
き
 
国
同
量
Φ
ぴ
⊆
コ
α
q
ω
吋
＝
霧
け
 
］
≦
Φ
夢
0
9
ω
o
ゴ

U
一
α
9
評
江
ω
O
ゴ
Φ
ψ
ω
●
㎝
ω
・

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
、
高
橋
巌
訳
、
『
教
育
芸
術
 
一
方
法
論
と
教

将ハ

@
」
、
六
十
頁
。

高
橋
旧
著
、
『
シ
ュ
タ
イ
ナ
i
教
育
入
門
』
、
一
二
六
頁
。

子
安
美
知
子
著
、
『
シ
ュ
タ
イ
ナ
i
教
育
を
考
え
る
」
、
朝
日
新
聞

社
、
一
．
九
八
七
年
、
第
一
刷
、
一
一
八
頁
。

子
安
美
知
子
著
、
前
掲
書
、
一
二
一
頁
。

子
安
美
知
子
著
、
前
掲
書
、
一
一
＝
頁
。

国
巳
。
開
 
ω
け
Φ
言
9
 
 
円
鼠
Φ
ピ
ロ
o
q
ω
蒼
ロ
ω
け
 
ζ
Φ
9
0
臼
の
。
げ

U
己
9
屏
江
ω
O
ゴ
Φ
9
ω
．
①
ρ

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
、
『
教
育
芸
術
一
方
法
論
と
教
授
法
』
、
六
八

頁
。、

子
安
美
知
子
著
、
『
シ
ュ
タ
イ
ナ
i
教
育
を
考
え
る
』
前
掲
書
、

一．

O
〇
三
一
＝
二
一
頁
。
・

カ
g
α
o
罵
 
ω
8
貯
㊦
斜
 
国
村
臨
Φ
げ
ニ
コ
α
q
ω
評
ロ
霧
け
 
］
≦
Φ
9
0
＆
ω
O
プ

．
U
一
α
9
評
江
ω
O
ゴ
①
ω
。
ω
．
一
9

シ
ュ
タ
イ
ナ
i
著
、
『
教
育
芸
術
 
一
 
方
法
論
と
教
授
法
」
㍉
八

頁
。．

知
¢
α
O
一
h
蜂
Φ
す
興
b
．
P
O
．
ω
・
ω
S

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
、
前
掲
書
、
四
一
頁
。

広
瀬
俊
雄
著
、
『
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
人
間
観
と
教
育
方
法
』
、
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
童
旦
房
、
一
九
八
八
年
、
初
版
第
一
刷
、
一
六
四
頁
。

広
瀬
俊
雄
著
、
前
掲
書
、
一
六
六
頁
。
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