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広 岡 義 之

 ボルノーが言語と教育め関わりについて論ずる場合、彼は言語の習得の過

程や正しい文法の使用を強調する従来の言語教育論と次の点で決定的に異なっ

た視点を提示する。すなわち、それは言語が人間の入格性の構成においてど

のような機能を果たし、またどのような帰結が教育に対して生ずるかを問う

てゆく点にある。換言すればボルノーのいう言語教育にあっては言語それ自

身が人間の世界理解や自己実現という人間の人格形成に与える影響を問題の

核心とする。それ故、本稿においては第一に「言語による世界の開示」の意

味を論究することによ、って、いかに人間の行動が言語によって影響されてい

るのかを明確にし、そのうえで次にそのような人間にとって言語がいか．にし

て自己を生成してゆくのかという問い、あるいはどのようにして人間は言語

を媒介として道徳的存在になってゆくのかを探究してゆく。つまり、言葉に

潜む人間形成力および現実形成力が人間の健全な人格の成熟に対して、いか

なる意義を有するのかについて、論じられることとなろう。

A Study of the O．F．Bollnow Theory of Language and Education

Yoshiyuki Hirooka

 The purposes of the present paper are to grasp， with the help of the

technique of philosophical anthropology， the theory Of language advanced

by O．F．Bollnow． When Bollnow refers to the rela-tion between language

and education， he indicates a point of view， which is completely different
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from an usual・theory． of' language educaeion emPhasizing the process of

language acqisition or the use of the correct grammer． Namely， Bollnow

inquires what kind role of the language plays for an organjzation， of，the

human personality， or what kind of consequence will be brought about

fbr the gngral education． That is， language itself influences thg characPer

buildingl ‘

  Hence， in， this paper the meaning 6f “Developing the World” through

language” will．be discussed first in consideration of the poin' 煤Ds discussed

aboVe and the question of how human behavior is influenced by the lanL

guage will be cons．i'dered． Then， 1 will deliberate the problem of・ how the

language create the human being， and．of in what way human being be-

comes the moral one through the acquisition of language．

   Furthermore， this paper examines， how the i power一'of the character

buildings and that of the reali'ty of fbrmation hid． den in the lang．uage are．

significant for the maturity of the healthY personality．
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第
一
章
 
 
問
題
提
起

 
ボ
ル
ノ
ー
（
○
．
国
●
ゆ
。
 
5
0
多
一
九
〇
三
1
）
に
お
け
る
言

語
教
育
論
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
も
っ
と
も
重
要
な
視
点
は

「
言
語
教
授
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
深
い
問
題
、
人
間
の
人
格

性
の
構
成
に
お
い
て
言
語
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
べ
き

か
、
ま
た
そ
こ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
帰
結
が
教
育
に
対
し
て
生

 
 
 
 
ユ
 

ず
る
か
」
と
い
う
点
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
簡
潔
に
、

教
育
学
の
人
間
学
的
基
礎
づ
け
と
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら

ば
、
こ
う
し
た
人
間
学
的
な
考
察
に
あ
っ
て
は
、
言
語
の
内
的

構
成
一
す
な
わ
ち
語
の
形
成
や
文
法
 
 
が
問
わ
れ
る
の
で

は
な
く
、
よ
り
根
源
的
な
意
味
で
「
世
界
の
把
握
な
ら
び
に
自

由
で
自
己
責
任
を
も
つ
人
格
性
の
発
達
に
と
っ
て
言
語
が
も
つ

 
 
 
 
 

意
義
」
が
焦
眉
の
研
究
課
題
と
な
る
。

 
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
言
語
を
人
間
の
生
の
構
造
全
体

の
な
か
で
必
然
的
な
働
き
を
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
、
そ
こ
か

ら
言
語
の
教
育
学
的
意
義
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

翻
っ
て
、
言
語
と
教
育
の
関
連
を
一
瞥
す
る
と
、
特
に
学
校
教

育
に
お
い
て
は
、
言
語
を
媒
介
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
読
み
書

き
の
学
習
か
ら
国
語
教
育
、
さ
ら
に
外
国
語
教
育
を
経
て
文
学

作
品
の
鑑
賞
に
い
た
る
ま
で
、
明
ら
か
に
言
語
が
教
授
活
動
の

対
象
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
自
明
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
語
は

こ
れ
ま
で
そ
の
根
本
的
な
教
育
的
機
能
に
お
い
て
は
十
分
な
解

明
が
施
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
つ
ま
り
一
方
で
、
言
語

は
教
育
に
お
い
て
、
あ
ま
り
に
自
明
な
存
在
で
あ
り
過
ぎ
る
の

で
、
わ
れ
わ
れ
の
思
い
の
ま
ま
に
使
用
し
う
る
「
意
思
疎
通
の
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媒
体
」
と
錯
覚
し
が
ち
に
な
り
、
ま
た
他
方
で
は
言
語
と
は
そ

の
正
し
い
用
法
を
伝
達
す
る
べ
き
一
つ
の
形
成
物
に
す
ぎ
な
い

と
安
易
に
理
解
さ
れ
続
け
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、

言
語
が
教
育
の
目
的
に
対
し
て
持
つ
意
義
は
不
問
に
付
さ
れ
た

ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
言
語
と
教
育
の
関
わ
り
の
な
か
で

ボ
ル
ノ
ー
は
あ
え
て
、
言
語
と
い
う
事
例
に
つ
い
て
の
哲
学
的
・

人
間
学
的
考
察
法
が
教
育
学
に
対
し
て
実
り
多
い
成
果
を
獲
得

す
る
と
強
調
し
て
や
ま
な
い
。

 
こ
の
よ
う
に
、
ボ
ル
ノ
ー
の
い
う
言
語
教
育
と
は
、
人
間
を

彼
の
「
言
語
性
」
（
の
箕
碧
巨
8
蒔
①
詳
）
に
ま
で
教
育
す
る
こ

と
で
あ
り
、
言
語
の
形
成
や
正
し
い
文
法
の
使
用
を
強
調
す
る

従
来
の
い
わ
ゆ
る
言
語
教
育
と
は
決
定
的
に
異
な
る
思
想
を
わ

れ
わ
れ
の
眼
前
に
提
示
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
故
、
彼
の
い
う
言

語
教
育
に
あ
っ
て
は
、
言
語
そ
れ
自
身
が
人
間
の
世
界
理
解
や

自
己
実
現
と
い
う
人
問
の
人
格
形
成
に
ど
れ
ほ
ど
深
い
影
響
を

与
え
る
か
を
問
題
に
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
ボ
ル
ノ
ー
は
そ

の
点
を
次
の
よ
う
に
確
信
を
も
っ
て
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
人
間
に
語
る
こ
と
を
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
を
言
語

に
ま
で
目
覚
あ
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
れ
を
人
間
に
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

で
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
。
そ
こ
か
ら
ボ
ル
ノ
ー
の
言
語

論
に
関
す
る
方
向
は
、
具
体
的
に
大
き
く
次
の
二
つ
に
分
け
ら

れ
よ
う
。

 
第
一
に
「
言
語
に
よ
る
世
界
開
示
」
の
意
味
が
ボ
ル
ノ
ー
に

よ
っ
て
考
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
「
言
葉
が
世
界
へ

の
わ
れ
わ
れ
の
参
加
を
主
導
し
て
お
り
、
単
に
知
覚
の
み
な
ら

ず
一
般
に
人
間
の
世
界
へ
の
行
動
の
全
体
が
、
言
葉
に
よ
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
そ
 

か
じ
を
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
」
す
る
が
、
こ
う
し
た
関

連
に
お
い
て
言
語
に
よ
る
世
界
開
示
の
問
題
を
ボ
ル
ノ
ー
の
直

観
教
授
の
理
解
と
照
ら
し
合
わ
せ
つ
つ
論
究
し
て
み
た
い
。
そ

こ
で
本
論
第
二
章
で
直
観
教
授
に
お
け
る
ボ
ル
ノ
ー
の
独
特
の

解
釈
学
的
な
言
語
理
解
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
ボ

ル
ノ
ー
の
強
調
す
る
「
言
葉
か
ら
直
観
へ
」
と
い
う
解
釈
学
的

言
語
把
握
の
根
拠
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
「
最
初
に
事
物
を
、

し
か
る
後
そ
の
語
を
」
と
い
う
従
来
の
直
観
原
理
と
の
質
的

相
違
を
浮
彫
り
に
し
、
さ
ら
に
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
（
q
．
寓
・

℃
①
ω
ぴ
9
・
一
〇
N
母
一
七
四
六
-
一
八
一
．
一
七
）
の
有
名
な
テ
ー
ゼ
「
直

観
か
ら
概
念
へ
」
の
意
義
と
ボ
ル
ノ
ー
の
言
語
理
解
と
の
関
わ

り
も
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

 
第
二
の
重
要
な
方
向
は
「
責
任
を
も
っ
て
与
え
ら
れ
た
言
葉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
よ
る
人
間
の
自
己
生
成
」
と
い
う
標
語
で
把
握
し
得
る
も
の

で
あ
り
、
そ
こ
で
人
間
は
言
語
を
媒
介
と
し
て
の
み
道
徳
的
存

在
に
な
り
う
る
こ
と
を
論
証
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
第
二
の
方

向
を
取
り
扱
う
第
三
章
に
お
い
て
は
、
言
葉
と
い
う
も
の
が
人

間
の
健
全
な
人
格
の
発
展
に
対
℃
て
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
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の
か
、
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
鴨
）
そ
の
際
、
明
確

に
発
言
さ
れ
た
言
葉
が
現
実
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
「
言
葉

の
力
」
の
性
格
が
自
白
・
告
白
・
約
束
に
つ
い
て
の
具
体
的
な

人
間
学
的
考
察
に
従
い
つ
つ
解
明
さ
れ
て
ゆ
く
。
換
言
す
れ
ば

こ
こ
で
は
、
言
葉
に
潜
む
人
間
形
成
力
及
び
現
実
形
成
力
を
問

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
自
己
生
成
の
問
題
が
、
言
葉
を
媒

介
と
し
て
い
か
に
道
徳
的
な
教
育
と
関
わ
る
の
か
を
探
究
し
て

ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
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第
二
章
 
直
観
教
授
に
お
け
る
言
語
の
世
界
開
示
の
意
義

 
ま
ず
こ
の
章
で
は
先
述
の
よ
う
に
言
語
に
よ
る
世
界
開
示
の

意
味
を
直
観
教
授
に
お
け
る
ボ
ル
ノ
ー
独
自
の
言
語
理
解
に
即

し
つ
つ
考
察
し
て
み
著
い
。
そ
こ
で
は
彼
の
解
釈
学
的
な
言
語

把
握
で
あ
る
「
言
葉
か
ら
直
観
へ
」
と
い
う
順
序
が
、
従
来
の

直
観
原
理
で
あ
る
「
最
初
に
事
物
を
、
し
か
る
の
ち
そ
の
言
葉

を
」
と
い
う
順
序
と
異
な
る
点
を
端
緒
と
し
つ
つ
論
を
展
開
し

て
ゆ
く
。

 
ボ
ル
ノ
ー
は
従
来
、
語
と
事
物
は
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
に
あ
っ

た
の
か
と
い
う
問
い
を
た
て
る
と
こ
ろ
が
ら
出
発
す
る
。
語
は

「
事
物
の
単
な
る
影
法
師
」
と
し
て
把
握
さ
れ
、
ま
た
「
響
き

と
煙
」
と
い
う
、
う
つ
ろ
な
も
の
に
お
も
わ
れ
て
い
た
こ
と
は

周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
ボ
ル
ノ
ー
に
よ
れ
ば
＼
こ
う
し
た
連

関
で
ラ
ト
ケ
（
≦
．
国
9
爵
①
二
五
七
一
-
一
六
三
五
）
に
お
い

て
近
代
教
下
学
の
出
発
点
と
な
っ
た
原
理
「
最
初
に
事
物
そ
れ

自
身
を
、
し
か
る
の
ち
そ
の
語
（
事
物
の
影
）
を
」
と
い
う
教

育
原
理
が
成
立
し
、
「
そ
れ
以
来
す
べ
て
の
直
観
教
育
の
原
理

と
な
り
、
学
校
が
単
な
る
型
通
り
の
口
授
教
育
で
硬
直
し
そ
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
な
る
と
そ
の
都
度
新
た
に
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
き
た
」
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
近
代
教
授
学
の
父
と
称
せ
ら
れ
る
コ
メ
ニ
ウ

ス
（
9
＞
．
O
o
田
①
二
目
9
一
五
九
三
-
一
六
七
〇
）
に
お
い
て
も
、

わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
直
観
教
授
の
一
般
的
な
原
理
を
想
起

す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
れ
故
に
青
年
の
知
性
の
前
に
置
か
れ

た
る
事
物
も
、
真
実
の
も
の
で
あ
っ
て
、
事
物
の
影
で
あ
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
な
ら
な
い
。
私
は
あ
え
て
繰
り
返
す
。
そ
れ
は
事
物
そ
の
も
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の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
。
こ
う
し
た
ラ
ト
ケ
や
コ
メ

ニ
ウ
ス
の
主
張
の
中
心
点
は
、
第
一
に
事
物
そ
の
も
の
を
子
ど

も
に
具
体
的
に
提
示
し
、
そ
の
事
物
に
対
す
る
直
観
を
明
確
に

し
た
後
に
初
め
て
第
二
段
階
と
し
て
の
言
葉
を
獲
得
す
る
、
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
う
順
序
の
強
調
で
あ
ろ
う
。

 
こ
こ
で
、
具
体
的
な
直
観
で
み
た
さ
れ
て
い
な
い
空
虚
な
言

葉
の
使
用
を
避
け
る
手
だ
て
は
、
物
自
体
を
直
観
的
に
持
ち
出

す
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
絵
図
で
代
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
《

直
観
を
除
々
に
明
白
な
規
定
へ
と
も
た
ら
し
、
そ
の
後
で
語
を

 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

つ
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
か
に
み
え
る
。

し
か
し
、
ボ
ル
ノ
ー
は
、
こ
の
一
見
き
わ
め
て
説
得
力
に
満
ち

た
「
直
観
原
理
」
」
の
危
険
性
を
次
の
点
に
み
て
と
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
れ
は
誤
っ
た
認
識
理
論
の
前
提
の
も
と
に
、
実
際
は
普

遍
妥
当
的
で
は
な
い
特
殊
な
例
を
普
遍
妥
当
的
に
言
葉
と
物
と

の
関
係
に
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
上
述

の
直
観
原
理
も
、
語
が
語
だ
け
で
成
立
す
る
の
で
は
な
く
「
た

だ
語
の
な
か
で
表
示
さ
れ
た
物
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
成
立

 
 
 
る
 

す
る
」
と
い
う
点
で
は
正
し
い
。
し
か
し
、
事
物
と
言
葉
の
関

係
に
お
い
て
第
一
に
事
物
を
、
そ
の
次
に
言
葉
と
い
う
，
「
言
葉

に
先
立
つ
事
物
の
把
握
」
に
つ
い
て
の
従
来
の
解
釈
の
誤
り
を

ボ
ル
ノ
ー
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
A
こ
の

関
係
は
せ
い
ぜ
い
純
粋
な
固
有
名
詞
に
あ
て
は
ま
る
と
し
て
も
、

一
般
的
に
は
言
葉
と
事
物
は
「
厳
密
な
同
時
性
」
に
お
い
て
生

ず
る
、
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
「
言
葉
の
解
釈
に
お
い
て
初
め

て
、
事
物
は
い
ま
だ
規
定
さ
れ
て
い
な
い
基
底
か
ら
、
こ
の
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

定
の
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
森
田
孝
に
よ

れ
ば
「
言
語
を
語
に
分
解
し
、
語
を
名
前
に
等
置
す
る
と
き
に

の
み
、
し
か
も
最
初
に
そ
の
名
前
を
与
え
る
状
況
に
お
い
て
の

み
、
部
分
的
に
感
覚
的
直
観
の
先
行
が
み
と
め
ら
れ
る
に
す
ぎ

な
い
。
教
授
の
原
則
と
し
て
は
、
む
し
ろ
言
葉
と
事
物
と
の
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時
的
提
示
の
有
効
性
を
主
張
し
う
る
の
み
で
あ
ろ
う
。
」
と
述

べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
意
味
で
ポ

ル
ノ
ー
の
い
う
言
葉
と
事
物
の
関
係
は
同
時
性
・
等
根
源
性
に

あ
る
、
と
の
認
識
と
一
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
し
あ
た

・
り
事
物
と
言
葉
と
の
関
係
を
同
時
性
に
お
い
て
捉
え
る
に
し
て

も
、
な
お
ボ
ル
ノ
ー
の
言
語
に
対
す
る
根
本
認
識
は
さ
ら
に
一

歩
進
ん
だ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
続

け
て
ボ
ル
ノ
ー
は
言
う
。
「
人
は
解
釈
さ
れ
た
（
ま
ず
言
葉
に

よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
）
世
界
に
生
き
て
い
る
。
純
粋
な
、
ま
だ

解
釈
を
施
さ
れ
て
い
な
い
現
実
は
、
人
間
に
は
本
質
的
に
届
か

 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 

ぬ
ど
こ
ろ
に
あ
る
」
と
。
．
こ
の
言
語
認
識
は
ボ
ル
ノ
ー
の
解
釈

学
的
な
認
識
論
の
根
本
的
な
思
想
の
一
つ
で
「
前
理
解
」
の
典

型
的
な
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
川
森
康
喜
の
こ
の

点
に
つ
い
て
の
次
の
指
摘
は
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
の
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よ
う
な
認
識
に
立
つ
と
、
そ
れ
ゆ
え
言
葉
と
事
物
の
同
時
性
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
っ
て
も
、
何
よ
り
も
ま
ず
根
源
的
に
言
葉
に
よ
っ
て
解
釈
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れ
た
世
界
が
あ
り
、
こ
の
世
界
に
導
か
れ
て
同
時
的
に
事
物
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成
立
す
る
、
と
い
う
意
味
で
の
同
時
性
な
の
で
あ
る
。
ポ
ル
ノ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ
の
直
観
の
原
理
へ
の
批
判
も
こ
の
認
識
か
ら
で
あ
る
。
」
（
傍

点
筆
者
）
と
。

 
こ
れ
を
教
育
学
の
視
座
へ
移
行
し
て
考
え
る
と
、
「
個
々
の
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子
ど
も
が
言
葉
の
な
か
へ
と
成
長
す
る
過
程
」
が
焦
眉
の
問
題

と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
子
ど
も
は
事
物
を
認
知
し
て
言
葉
を

獲
得
す
る
の
で
は
な
く
「
そ
の
言
葉
を
通
じ
て
初
め
て
物
の
世

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

界
の
な
か
へ
と
成
長
」
し
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
成
長
途
上
の
子

ど
も
に
と
っ
て
は
言
葉
と
事
物
の
同
時
性
か
ら
出
発
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
、
と
考
え
る
ボ
ル
ノ
ー
は
さ
ら
に
言
葉
と
直
観
の

関
係
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
「
言
葉
の
な
か
で
す
で

に
不
確
定
な
が
ら
も
知
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
後
か
ら
一
歩
一

歩
補
足
的
に
、
自
分
の
直
観
で
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
直
観

は
そ
れ
ゆ
え
に
多
く
の
場
合
に
は
ま
ず
、
言
葉
で
先
取
り
さ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

た
も
の
を
補
足
し
て
確
実
な
も
の
に
す
る
」
第
二
の
道
な
の
で

あ
る
。
 
 
 
 
 
 
一

 
こ
こ
に
お
い
て
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
教
育
学
に
お
け
る
「
直
観

か
ら
概
念
へ
」
と
い
う
定
式
化
の
意
義
が
ボ
ル
ノ
ー
に
よ
っ
て

再
び
現
代
に
蘇
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
教
授
法
論
者
が
確
認
す
べ

き
点
は
、
コ
言
葉
の
な
か
に
漠
然
と
あ
ら
か
じ
め
あ
た
え
ぢ
れ

て
い
る
理
解
が
、
直
観
の
な
か
で
具
体
的
に
満
た
さ
れ
ね
ば
な

 
 
 
 
 
 

ら
な
い
」
と
い
う
上
述
の
ボ
ル
ノ
ー
の
主
張
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
ま
ず
「
言
葉
か
ら
直
観
へ
」
と
い
う
ボ
ル
ノ
ー
の
方
向

づ
け
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
「
直
観
か
ら
概
念
へ
」
を
否
定
す

る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
な
ぜ
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
が
こ
れ
ほ
ど
直
観

の
価
値
を
強
調
し
た
の
か
を
解
明
す
る
根
拠
を
わ
れ
わ
れ
に
与

え
て
く
れ
よ
う
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
「
言
葉
」
へ
の
批
判
は
、

ど
こ
ま
で
も
「
口
先
だ
け
の
空
虚
な
言
葉
」
、
つ
ま
り
旦
ハ
体
的

な
直
観
で
満
た
さ
れ
て
い
な
い
言
葉
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い

た
脆
）
そ
れ
故
、
「
直
観
的
に
満
た
さ
れ
た
言
葉
か
ら
の
み
、
明

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

ら
か
な
概
念
に
移
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
と
考
え
た
ペ
ス
タ

ロ
ッ
チ
に
あ
っ
て
は
、
直
観
は
当
然
の
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ

に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
ひ
た
む
き
な
獲
得
の
努

力
の
後
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
総
括
す
る
と

「
直
観
か
ら
概
念
へ
」
と
い
う
べ
ス
タ
ロ
ッ
テ
の
主
張
は
、
そ
、

れ
故
ボ
ル
ノ
ー
の
い
う
「
言
葉
か
ら
直
観
へ
」
の
第
一
の
道
が

開
か
れ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
第
二
の
道
で
あ
る
、
と
言
え
よ

う
。 

す
な
わ
ち
、
ボ
ル
ノ
ー
に
と
っ
て
直
観
教
授
の
課
題
と
は
、

言
葉
か
ら
直
観
的
な
充
実
へ
と
子
ど
も
を
導
く
こ
と
に
他
な
ら

ず
、
「
こ
こ
で
も
、
子
ど
も
は
す
で
に
い
つ
も
言
葉
で
理
解
さ

一7一
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ボ
ル
ノ
ー
に
お
け
る
言
語
ど
教
育
に
つ
い
て
の
一
考
回

れ
た
世
界
の
な
か
に
生
き
て
い
る
、
と
い
う
の
が
根
源
的
な
認

識
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
言
葉
で
知
ら
れ
た
も
の
の
領
域
は
直

観
で
知
ら
れ
た
も
の
の
領
域
よ
り
は
大
き
い
。
だ
か
ら
言
葉
で

知
ら
れ
て
い
る
も
の
を
、
直
観
に
よ
っ
て
確
か
な
も
の
に
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ
 

い
く
こ
と
が
教
育
の
課
題
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
に
真
の
世
界
へ
の
通
路
を
開
く
の
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

語
で
あ
り
、
そ
の
限
り
言
葉
が
事
物
に
優
先
す
る
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
子
ど
も
は
言
葉
を
習
い
始
あ
る
時
期
を

除
け
ば
、
さ
し
あ
た
り
事
柄
そ
の
も
の
へ
眼
を
向
け
つ
つ
語
を

聞
く
と
い
う
よ
り
も
語
ら
れ
る
語
の
文
脈
に
即
し
て
語
を
理
解

し
て
ゆ
く
と
い
う
事
実
に
ボ
ル
ノ
ー
は
着
目
し
て
、
次
の
よ
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
「
直
観
原
理
」
に
関
す
る
考
察
を
展
開
し
て
ゆ
く
。
従
来
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

直
観
原
理
が
意
味
深
く
働
く
場
合
と
は
、
子
ど
も
が
今
ま
で
知

ら
な
か
っ
た
事
物
（
た
と
え
ば
ラ
イ
オ
ン
）
を
ま
ず
実
際
の
見

本
で
示
し
、
そ
の
次
に
（
ラ
イ
オ
ン
と
い
う
）
名
前
を
付
け
加

え
う
る
よ
う
な
状
況
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
方
法
は
「
既
に

漠
然
と
知
ら
れ
て
い
た
も
の
を
明
確
な
規
定
に
も
た
ら
す
と
こ

ろ
に
そ
の
課
題
を
見
い
出
す
。
直
観
化
の
過
程
が
前
理
解
さ
れ

た
も
の
の
顕
現
化
で
あ
り
具
体
化
で
あ
る
と
言
い
う
る
と
す
れ

ば
、
漠
然
と
し
た
直
観
は
語
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
り
明
確
な

概
念
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
の
理
解
は
よ
り
充
実
し

た
も
の
と
な
る
。
．

 
こ
の
よ
う
に
ボ
ル
ノ
ー
は
語
か
ら
直
観
へ
の
道
筋
を
強
調
す

る
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
「
言
語
が
先
行
し
、
直
観
が
充
実
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

こ
と
に
よ
っ
て
あ
と
に
つ
づ
く
と
い
う
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
ボ
ル
ノ
ー
の
直
観
の
捉
え
方
は
従
来
の
直
観
原
理
と

ど
こ
が
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
直
観
原
理
で
は
、
語

と
名
前
と
を
同
一
視
し
が
ち
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
直
観
的
に

示
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
だ
名
前
を
も
つ
も
の
だ
け
し
か

な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
語
と
は
そ
の
本
来
の
意

味
で
何
も
の
か
を
意
味
す
る
も
の
た
り
う
る
が
、
他
方
、
名
前
■

は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
け
っ
し
て
あ
る
対
象
を
解
釈
し
え
な
い
σ

そ
れ
と
の
関
連
で
ボ
ル
必
1
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
名
前
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事
柄
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
柄
は
表
示
に
よ
っ
て

（
身
ぶ
り
に
よ
る
と
同
じ
に
）
周
囲
の
も
の
か
ら
際
立
た
さ
れ
、

そ
し
て
そ
の
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
る
に
反
し
て
、
語
は
そ
の
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

本
来
の
意
味
で
は
、
何
も
の
か
を
意
味
す
る
も
の
」
（
傍
点
筆

者
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
続
け
る
。
「
言
語
を
構
成
す
る
す

べ
て
の
語
が
名
詞
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
名

詞
に
お
い
て
は
言
語
の
ま
っ
た
き
本
質
は
、
ま
だ
ま
る
で
把
握

さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
語
を
あ
や
ま
っ
て
名
詞
と
等
置
す
る

こ
と
は
、
こ
こ
に
お
い
て
よ
り
深
い
連
関
を
覆
い
か
く
す
の
で

 
 
 
レ
 

あ
る
」
．
と
。

 
こ
う
し
た
す
べ
て
の
語
や
す
べ
て
の
名
詞
が
名
前
で
あ
る
と
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は
限
ら
な
い
、
と
い
う
事
実
を
ボ
ル
ノ
ー
は
馬
（
謀
①
a
）
と

い
う
名
前
を
例
に
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
馬
は
動
物
の
特
定

の
種
の
名
前
で
あ
る
が
駿
馬
（
即
。
偽
）
一
や
駄
馬
（
Ω
p
巳
）
も

同
じ
意
味
で
の
名
前
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
ボ
，
ル
ノ
ー
に
よ

れ
ば
駿
馬
や
駄
馬
と
い
う
種
類
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
直
観
教

授
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
名
前
を
示
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
し
た
が
っ
て
「
本
来
の
意
味
で
名
前
で
あ

る
よ
う
な
語
の
場
合
に
の
み
、
そ
れ
で
表
示
さ
れ
た
物
が
直
観

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

に
お
い
て
簡
単
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
」
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の

馬
の
例
は
「
可
能
な
直
観
化
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
は

 
 
 
 
 
 
お
 
 
 
 
 
 
 
げ

適
し
て
い
る
」
が
、
現
実
の
大
部
分
の
語
（
た
と
え
ば
駿
馬
や

駄
馬
）
は
元
来
一
定
の
把
握
の
仕
方
が
な
さ
れ
、
そ
の
な
か
で

対
象
が
は
じ
め
て
本
来
的
に
語
と
と
も
に
成
立
す
る
わ
け
で
、

ボ
ル
ノ
ー
は
こ
う
し
た
語
の
働
き
を
刀
ッ
プ
ス
（
寓
ト
甘
甥
L

八
八
九
-
一
九
四
一
）
に
依
拠
し
つ
つ
、
比
喩
的
に
「
腹
案
」
・

（
内
。
琴
①
b
江
○
昌
）
も
し
く
は
「
構
想
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

「
腹
案
・
構
想
」
と
は
「
事
物
を
一
定
の
仕
方
で
捕
ら
え
て
注

釈
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
一
定
の
解
釈
を
事
物
に
与

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

え
る
も
の
で
あ
る
。
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「
言
語
は
た
だ
、
こ
つ
に
お
い
て
会
得
さ
れ
た
も
の
を
表
示

す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
言
語
は
理
解
の
し
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

た
に
対
し
て
、
そ
れ
自
身
で
は
指
導
性
を
も
っ
て
い
な
い
。
」

と
述
べ
る
ボ
ル
ノ
ー
は
リ
ッ
プ
ス
の
次
の
よ
う
な
言
説
を
紹
介

す
る
。
「
こ
こ
に
お
い
て
た
だ
実
践
的
な
想
念
と
い
う
だ
け
で
・

な
く
、
櫛
に
か
け
る
よ
う
に
よ
り
分
け
る
想
念
で
あ
る
勘
ど
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

ろ
［
掴
み
所
］
が
言
語
の
な
か
で
あ
ら
か
じ
め
形
成
さ
れ
る
」

と
。
こ
の
リ
ッ
プ
ス
の
い
う
「
櫛
に
か
け
る
よ
う
に
、
よ
り
分

け
る
想
念
」
に
お
い
て
語
は
、
た
ん
に
模
写
的
な
機
能
を
越
え

て
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
の
現
実
を
捉
え
る
力
を
有
す
る
よ
う
に

 
 
 
お
 

な
る
。
リ
ッ
プ
ス
が
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
い
う
と
き
、
そ
こ
に

言
語
の
現
実
形
成
力
を
互
い
出
す
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
こ

こ
で
は
、
語
が
理
解
を
支
配
す
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
掴
み
所

に
お
い
て
言
語
の
潜
在
力
が
前
面
に
現
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
掴
み
所
は
『
自
分
の
も
の
と
な
る
』
の
で
あ
る
。
」
さ
ら
に

「
フ
ン
ボ
ル
ト
（
乏
．
＜
・
出
自
8
げ
。
固
甘
一
七
六
七
-
一
八
三
五
）

と
と
も
に
語
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
は
最
初
か
ら
世
界
所
与

に
先
行
し
、
そ
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
あ
る
一
定
の
世
界
観
を

 
 
 
 
 
 
 
 

含
ん
で
い
る
。
」
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
ボ
ル
ノ
ー
が
わ
れ
わ
れ
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
は
、
語

と
は
事
柄
の
単
な
る
表
示
な
ど
で
は
な
く
、
語
を
使
う
当
事
者

自
身
の
う
ち
で
そ
れ
に
応
じ
た
態
度
が
形
成
さ
れ
．
る
過
程
に
お

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
て
初
め
て
理
解
さ
れ
る
な
に
も
の
か
で
あ
る
、
と
い
う
示
唆

で
あ
ろ
う
。
フ
ン
ボ
ル
ト
の
言
語
理
解
に
即
し
て
述
べ
れ
ば
、

人
間
は
世
界
理
解
を
下
書
き
す
る
言
葉
の
「
圏
」
に
囲
ま
れ
て
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生
き
て
い
る
限
り
、
除
々
に
彼
の
現
実
経
験
が
具
体
的
に
充
実
 
わ
れ
の
現
実
を
特
有
の
世
界
と
し
て
築
き
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
、

さ
れ
豊
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
。
フ
ン
ボ
ル
ト
は
「
言
呈
開
の
国
民
的
 
と
隔
）
そ
れ
故
、
現
実
を
自
己
の
内
へ
取
り
込
む
言
葉
は
、
当
然
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゐ
 

性
格
に
つ
い
，
て
」
（
断
片
）
の
な
か
で
、
言
語
の
個
性
に
つ
い
」
 
一
人
一
人
の
個
性
的
な
世
界
観
を
具
現
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
，
か
ら
、
「
現
実
経
験
は
こ
の
特
殊
な
言
葉
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

に
断
を
か
み
か
を
も
っ
て
、
す
べ
て
の
言
語
に
共
通
な
分
野
を
へ
た
特
殊
な
仕
方
に
お
い
て
左
右
さ
れ
て
い
る
『
）
と
言
わ
ざ
る
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

精
神
的
な
宝
に
つ
く
り
直
す
」
（
傍
点
筆
者
）
も
の
で
あ
る
。
 
え
な
い
。
換
言
す
れ
ば
人
間
に
と
っ
て
「
言
葉
が
世
界
へ
の
わ

あ
る
い
は
、
「
言
語
は
、
み
ず
か
ら
創
造
し
思
考
の
結
合
を
必
 
れ
わ
れ
の
参
加
を
主
導
し
て
お
り
、
単
に
知
覚
の
み
な
ら
ず
一

要
と
し
、
精
神
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
精
神
は
、
そ
の
働
き
 
般
に
人
間
の
世
界
へ
の
行
動
の
全
体
が
、
言
葉
に
よ
っ
て
か
じ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 

を
痕
跡
と
し
て
、
こ
と
ば
の
な
か
に
刻
印
を
残
す
。
」
と
。
さ
 
を
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
」

ら
に
フ
ン
ボ
ル
ト
は
、
「
言
語
一
般
の
性
質
と
特
質
に
つ
い
て
 
 
す
で
に
名
前
の
領
域
を
考
え
て
も
容
易
に
推
察
で
き
る
が
、

 
あ
 」

の
な
か
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
 
言
葉
の
う
ち
で
開
か
れ
て
い
る
世
界
は
、
現
実
に
体
験
さ
れ
た

「
人
間
が
自
分
の
う
ち
か
ら
言
語
を
紡
ぐ
と
同
じ
作
用
で
、
人
 
世
界
よ
り
も
既
に
常
に
よ
り
大
き
く
広
い
。
し
た
が
っ
て
、
ボ

間
は
言
語
に
よ
っ
て
自
己
を
紡
ぎ
出
す
。
ど
ん
な
言
語
も
そ
の
 
ル
ノ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
大
人
で
さ
え
も
、
漠
然
と
は
理

属
し
て
い
る
民
族
の
ま
わ
り
に
囲
い
を
つ
く
り
、
そ
の
囲
い
を
 
解
さ
れ
て
い
る
が
、
確
実
な
経
験
に
よ
っ
て
は
充
実
さ
れ
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

越
え
て
他
の
囲
い
の
な
か
に
入
っ
て
い
か
な
い
か
ぎ
り
、
そ
こ
 
な
い
沢
山
の
言
葉
の
う
ち
で
生
き
て
」
い
る
の
が
現
実
の
姿
で

か
ら
は
出
ら
れ
な
い
。
．
…
…
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
は
概
 
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
「
言
葉
の
あ
り
方
に
応
じ
て
、
そ
の
言

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

念
の
織
り
物
全
体
と
人
類
に
お
け
る
一
部
分
の
表
象
の
仕
方
を
 
葉
を
用
い
る
当
の
人
間
の
世
界
が
定
ま
る
」
こ
と
に
な
る
。
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
 
 

含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
。
ボ
ル
ノ
ー
は
こ
の
点
に
つ
 
れ
は
つ
ま
り
、
「
歓
喜
と
苦
痛
、
愛
と
忍
耐
、
退
屈
と
期
待
、

い
て
の
自
己
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
言
語
と
 
率
直
と
尊
大
、
な
ど
、
こ
れ
ら
す
べ
て
言
語
が
人
間
に
準
備
し

は
、
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
手
も
と
に
あ
る
現
実
を
単
に
模
写
す
 
て
く
れ
る
語
の
は
た
ら
き
の
も
と
で
は
じ
あ
て
形
成
さ
れ
る
の

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
現
実
を
ま
っ
た
く
一
定
の
 
で
あ
り
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
人
間
の
内
的
な
．
本
質
が
形
作

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

仕
方
で
区
分
し
解
釈
し
て
、
こ
の
解
釈
で
も
っ
て
初
め
て
わ
れ
 
ら
れ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
言
葉
は
そ
の
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都
度
、
特
殊
な
仕
方
で
刻
印
す
る
た
め
、
「
人
間
は
言
葉
に
お

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

い
て
そ
の
都
度
特
殊
な
仕
方
で
形
成
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、
こ

う
し
た
言
葉
が
人
間
の
内
面
に
刻
印
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
人
間
自

身
の
世
界
観
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
ζ
の
事
実
は
言
語
が
こ
う

し
た
感
情
を
簡
単
に
創
造
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
「
こ

う
し
た
内
的
、
精
神
的
に
刻
印
さ
れ
た
生
活
が
言
語
に
よ
っ
て

指
し
示
さ
れ
た
形
式
に
流
れ
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
本
来

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
現
実
性
を
得
る
」
が
故
に
、
言
語
を
用
い
て
の
教
育
に
お
い

て
わ
れ
わ
れ
は
全
人
教
育
を
お
こ
な
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

こ
こ
に
お
い
て
言
語
に
よ
る
世
界
開
示
の
意
義
が
十
全
に
表
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
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こ
の
点
に
関
す
る
森
田
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の
次
の
指
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は
興
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深
い
。
す
な

わ
ち
、
ボ
ル
ノ
ー
に
よ
れ
ば
、
浅
は
か
で
直
観
力
の
な
い
口

先
だ
け
の
言
葉
し
か
し
ゃ
べ
ら
な
い
人
間
に
対
し
て
ペ
ス
タ

ロ
ッ
チ
は
激
し
い
非
難
を
浴
び
せ
た
が
、
し
か
し
他
方
で
、

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
が
言
語
を
重
要
な
も
の
と
考
え
て
炉
た
こ
と

も
事
実
で
あ
っ
た
。
ボ
ル
ノ
ー
は
彼
の
著
『
言
語
と
教
育
』

の
最
終
部
で
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
そ
う
し
た
思
想
を
引
用
し
て

い
る
。
「
い
っ
た
い
真
理
と
は
何
で
あ
る
か
。
…
…
人
間
が

彼
の
自
然
の
本
性
の
ゆ
え
に
、
自
己
自
身
の
た
め
に
も
人
類

の
た
め
に
も
、
コ
ト
バ
に
あ
ら
わ
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も

の
は
、
た
し
か
に
こ
と
ご
と
く
入
間
に
と
っ
て
真
理
で
あ
る
。

だ
か
ら
人
類
の
た
め
に
真
理
を
君
が
求
め
る
の
な
ら
、
彼
に
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言
葉
に
よ
る
人
間
の
自
己
生
成

 
 
以
上
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ボ
ル
ノ
ー
の
言
語
教
育
論
の

第
一
の
テ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
言
語
に
よ
る
世
界
の
開
示
に
つ
い

て
考
察
を
進
め
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
問
い
は
必
然
的

に
言
語
に
よ
る
人
間
の
世
界
観
の
形
成
、
も
し
く
は
人
間
形
成

そ
の
も
の
と
連
動
す
る
問
題
へ
と
発
展
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

そ
れ
故
、
わ
れ
わ
れ
は
次
に
ボ
ル
ノ
ー
に
お
け
る
言
語
論
の
第

二
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
言
語
に
よ
る
人
間
の
自
己
生
成
」
の
課

題
に
移
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
 
さ
て
、
言
語
と
い
う
も
の
は
た
ん
に
世
界
の
開
示
を
起
こ
す

の
み
な
ら
ず
、
人
間
本
来
の
本
質
を
自
己
展
開
さ
せ
る
働
き
を

有
す
る
。
こ
の
第
二
の
側
面
は
気
づ
か
れ
に
く
い
も
の
で
あ
る

が
、
こ
う
し
た
言
語
の
働
き
に
よ
っ
て
の
み
、
人
間
は
感
情
や

理
性
が
芽
生
え
だ
す
と
言
え
よ
う
。
こ
の
関
連
が
教
育
学
的
に
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い
か
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
か
は
次
の
ボ
ル
ノ
ー
の
言
説
に
み
 
人
間
の
自
己
生
成
と
い
う
一
つ
の
道
徳
的
態
度
を
要
求
し
て
く

て
と
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
言
語
の
習
得
は
、
た
だ
、
-
一
つ
の
 
る
が
、
こ
の
点
を
ボ
ル
ノ
ー
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

表
現
手
段
、
ま
た
は
了
解
手
段
の
習
得
に
す
ぎ
ぬ
の
で
は
な
く
 
「
人
間
は
世
界
の
前
に
、
自
己
お
よ
び
自
分
の
態
度
に
対
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

て
、
言
葉
に
よ
る
人
間
自
身
の
形
成
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
責
任
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
［
自
白
ま
た
は
告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
人
間
は
そ
の
言
語
を
と
お
し
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
な
 
白
と
い
う
］
行
為
に
お
い
て
、
自
己
自
身
を
掴
む
の
で
あ

 
 
パ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぞ
 

．
る
」
（
傍
点
筆
者
）
と
ボ
ル
ノ
ー
は
確
信
す
る
。
そ
の
た
め
、
 
る
。
」
と
。
こ
れ
と
の
関
わ
り
で
次
の
よ
う
な
教
育
学
上
の
意

こ
う
し
た
言
語
形
成
作
用
を
と
お
し
て
、
よ
り
精
確
か
つ
的
確
 
義
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
子
ど
も
は
、

な
言
葉
を
習
得
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
人
間
に
は
ま
す
ま
す
馳
な
に
か
な
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
事
柄
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
に

自
己
実
現
の
力
が
獲
得
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
事
実
は
、
教
育
学
 
対
し
て
、
（
重
大
な
過
失
か
ら
日
常
生
活
の
些
細
な
事
柄
に
二

三
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
人
 
る
ま
で
）
自
ら
の
行
為
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
に
よ
っ
て

間
自
身
が
言
語
と
い
う
媒
介
物
に
よ
っ
て
、
自
分
の
外
的
世
界
 
同
時
に
初
め
て
そ
こ
で
自
己
自
身
と
な
り
う
る
。
さ
ら
に
、

の
み
な
ら
ず
、
自
分
の
内
的
世
界
を
も
変
貌
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
 
「
自
白
」
に
お
い
て
は
人
間
が
秘
密
に
し
て
お
い
た
過
失
が
、

を
意
味
す
る
が
、
こ
ご
に
お
い
て
初
め
て
「
自
分
の
徳
性
と
自
 
ま
た
「
告
白
」
で
は
自
白
に
比
べ
て
よ
り
積
極
的
・
自
由
な
束

分
の
悪
徳
、
…
…
お
よ
び
自
分
の
道
徳
的
態
度
を
人
間
は
、
最
 
縛
を
と
お
し
て
、
自
ら
の
過
失
が
問
わ
れ
る
。
ボ
ル
ノ
ー
は
こ

初
か
ら
言
語
に
よ
る
解
釈
の
な
か
で
、
ま
る
で
外
界
の
物
で
で
 
う
し
た
逃
避
の
誘
惑
を
乗
り
越
え
て
初
あ
て
、
子
ど
も
は
自
由

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

も
あ
る
か
の
よ
う
に
経
験
す
る
」
こ
と
と
な
る
。
 
 
 
 
 
 
な
自
ら
の
決
断
を
獲
得
し
、
実
存
的
な
意
味
で
の
自
己
生
成
が

 
 
こ
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
ボ
ル
ノ
ー
は
自
白
、
告
 
成
就
さ
れ
得
る
、
と
確
信
を
こ
め
て
述
べ
て
い
る
。

白
、
約
束
に
つ
い
て
の
人
問
学
的
考
察
を
進
あ
て
い
る
。
「
自
 
 
と
こ
ろ
で
、
児
童
文
学
者
の
灰
谷
健
次
郎
は
林
竹
二
と
の
対

白
」
や
「
告
白
」
に
お
い
て
、
人
間
は
虚
言
と
秘
事
、
不
明
瞭
 
談
集
の
な
か
で
、
小
学
校
の
教
師
時
代
の
あ
る
子
ど
も
の
「
自

と
あ
い
ま
い
さ
の
世
界
か
ら
抜
け
出
し
て
、
人
間
の
あ
る
が
ま
 
白
」
に
関
す
る
興
味
深
い
教
育
的
な
話
を
伝
え
て
い
る
。
小
学

ま
の
状
況
を
打
ち
明
け
る
結
果
と
な
る
。
こ
の
両
者
は
自
然
の
 
校
三
年
の
あ
る
女
の
子
（
や
す
子
ち
ゃ
ん
）
が
チ
4
ー
イ
ン
が

流
れ
に
逆
ら
っ
て
貫
徹
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
．
ム
を
万
引
き
し
た
た
め
に
、
そ
の
小
ざ
い
魂
が
た
い
へ
ん
な
苦
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し
み
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
状
況
に
灰
谷
が
ぶ
つ
か
っ

た
と
き
の
体
験
で
あ
る
。
初
め
彼
女
は
、
「
チ
ュ
ウ
イ
ン
ガ
ム

を
盗
ん
だ
。
も
う
し
な
い
か
ら
、
先
生
、
ご
め
ん
し
て
く
だ
さ

い
。
」
と
い
う
紙
切
れ
を
持
っ
て
、
母
親
に
首
筋
を
つ
か
ま
れ

な
が
ら
灰
谷
先
生
の
と
こ
ろ
へ
引
き
ず
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
後
、

や
す
子
ち
ゃ
ん
と
ふ
た
り
き
り
に
な
っ
て
、
盗
み
と
い
う
行
為

と
も
う
一
度
真
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
少
し
の
ご
ま
か
し
も
許

さ
ず
に
自
ら
の
過
失
の
意
味
を
問
い
直
し
た
結
果
、
や
す
子
ち
ゃ

ん
の
魂
の
自
立
が
心
々
に
で
は
あ
る
が
芽
生
え
始
あ
、
『
チ
ュ
ー

イ
ン
ガ
ム
一
つ
』
と
い
う
彼
女
の
精
神
的
蘇
生
と
し
て
の
す
ば

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

ら
し
い
詩
が
ほ
と
ば
し
り
出
た
、
と
灰
谷
は
報
告
し
て
い
る
。

灰
谷
は
続
け
て
言
う
。
「
盗
み
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
い
っ
た

ん
失
わ
れ
た
人
間
性
を
回
復
す
る
た
め
に
は
、
も
う
一
度
盗
み

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
い
う
も
の
と
向
き
合
う
し
か
な
い
と
思
う
わ
け
で
す
。
」
と
。

子
ど
も
に
、
詩
を
書
か
せ
る
と
い
う
つ
ら
い
「
自
白
」
を
経
験

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
「
や
す
子
ち
ゃ
ん
の
人
間
性
を

回
復
す
る
道
」
が
開
け
た
と
灰
谷
は
述
懐
し
て
い
る
。
彼
が
や

す
子
ち
ゃ
ん
に
容
赦
の
な
い
自
白
（
詩
を
か
か
せ
る
行
為
）
を

要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
や
す
子
ち
ゃ
ん
の
未
決

定
の
浮
遊
状
態
に
終
止
符
が
打
た
れ
、
「
こ
の
自
白
の
危
機
的

状
況
に
お
い
て
、
人
間
は
他
者
の
面
前
で
自
分
の
本
来
的
自
己

 
 
 
 
 
 
ア
 

を
捕
ら
え
る
」
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
れ
ら

の
危
機
の
下
で
は
じ
め
て
、
人
間
は
自
己
自
身
に
対
す
る
責
任

に
お
い
て
自
己
を
つ
か
む
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
ゆ
え

に
人
は
子
ど
も
に
自
白
の
明
白
な
言
葉
を
免
じ
て
や
る
こ
と
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゆ
る
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
ボ
ル
／
1
の
言
説
は
、

灰
谷
の
実
践
内
容
と
み
ご
と
に
一
致
し
て
い
る
。

 
人
間
自
身
が
言
語
に
よ
っ
て
初
め
て
本
来
の
自
己
を
成
就
す

る
今
一
つ
の
例
を
「
約
束
」
に
み
て
み
よ
う
。
「
人
間
が
自
己

の
状
態
の
移
り
変
わ
り
に
無
力
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
瞬
間
的

存
在
で
あ
る
の
終
は
な
く
て
、
人
間
の
．
？
ち
に
は
、
か
れ
が
道

徳
的
な
努
力
に
お
い
て
そ
の
状
態
の
変
化
を
超
越
し
う
る
何
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
る
も
の
が
現
存
し
て
い
る
」
と
の
ボ
ル
ノ
ー
の
主
張
は
、

「
約
束
」
と
い
う
事
実
が
人
間
に
超
時
間
的
な
道
徳
的
意
識
を

生
じ
せ
し
め
る
こ
と
を
初
あ
て
語
っ
た
マ
ル
セ
ル
（
Ω
●
竃
霞
8
ド

一
八
八
九
一
一
九
七
三
）
の
思
想
と
重
な
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に

尖
鋭
化
し
、
言
葉
を
媒
介
と
し
て
人
間
の
自
己
実
現
が
成
就
さ

れ
る
端
緒
を
「
約
束
」
に
看
て
取
る
リ
ッ
プ
ス
は
、
言
語
の
創

造
的
性
格
を
次
の
よ
う
に
き
わ
あ
て
明
瞭
に
強
調
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

す
な
わ
ち
、
「
言
語
は
第
一
の
も
の
で
あ
り
、
 
一
歩
一
歩
と
現

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

実
化
し
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
」
も
の
で
あ
る
と
。
こ
の
リ
ッ

プ
ス
の
主
張
は
、
ま
さ
に
言
葉
そ
の
も
の
が
一
つ
の
現
実
形
成

力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

 
同
じ
こ
と
は
告
白
に
も
妥
当
す
る
。
公
へ
の
告
白
に
お
い
て
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の
み
、
「
人
は
自
分
の
行
為
に
た
い
す
る
責
任
を
負
い
、
そ
れ

に
よ
っ
て
責
任
あ
る
自
己
と
な
る
。
発
言
す
る
存
在
の
み
が
道

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 

徳
的
な
存
在
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
。
ボ
ル
ノ
ー
の
尖
鋭

化
さ
れ
た
テ
ー
ゼ
に
よ
れ
ば
、
告
白
に
お
い
て
は
、
人
間
の
自

由
の
行
為
の
な
か
で
、
あ
る
も
の
と
自
己
を
同
一
視
す
る
こ
と

が
問
題
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
告
白
と
は
逃
避
・
背
信
行
為

の
誘
惑
を
乗
り
越
え
た
と
こ
ろ
の
「
自
由
に
負
う
た
束
縛
」
の

名
で
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た

告
白
行
為
を
通
じ
て
「
初
あ
て
確
固
た
る
信
念
が
形
成
さ
れ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
 

人
間
そ
れ
自
体
が
、
自
己
に
責
任
を
も
つ
自
由
人
格
」
と
な
り

う
る
つ
さ
ら
に
こ
の
自
由
な
実
存
的
決
断
の
実
践
に
よ
り
、
人

は
彼
固
有
の
本
来
性
を
獲
得
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
論
）

 
以
上
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
つ
の
現
実
形
成
力

を
も
つ
言
葉
は
「
充
実
」
さ
れ
る
べ
き
要
求
を
掲
げ
て
わ
れ
わ

れ
に
立
ち
向
か
う
。
岡
本
英
明
も
指
摘
す
る
ご
と
く
、
「
約
束

す
る
人
は
、
そ
の
約
束
に
よ
っ
て
、
彼
の
未
来
を
先
駆
的
に
つ

 
 
 
 
 
 
 
セ
 

か
み
取
っ
て
い
る
」
が
故
に
、
状
況
が
い
か
に
変
化
し
よ
う
と
、

彼
は
責
任
を
も
っ
て
そ
の
約
束
を
履
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
約
束
の
厳
格
さ
こ
そ
が
、
同
時
に
自
己
を
変
革
さ
せ
、
「
か

れ
は
感
情
と
傾
向
の
変
化
を
伴
う
自
分
の
『
自
然
的
な
』
現
存

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

在
を
超
越
し
、
道
徳
的
人
格
と
な
る
。
」
こ
う
し
て
人
間
は
、

約
束
に
お
い
て
彼
本
来
の
自
己
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
責
任
を
も
っ

て
話
さ
れ
た
言
葉
を
通
し
て
自
己
実
現
を
可
能
な
も
の
た
ら
し

め
る
の
で
あ
る
。

 
同
様
に
言
語
の
刻
印
力
が
自
己
変
革
を
迫
る
宗
教
的
な
世
界

で
，
の
例
と
し
て
、
金
子
晴
勇
も
ま
た
き
わ
め
て
興
味
深
い
考
察

を
わ
れ
わ
れ
に
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
対
話
に
お
け
る
言
葉

の
力
を
と
お
し
て
、
未
だ
知
ら
れ
ざ
る
自
覚
し
え
な
か
っ
た

「
よ
り
高
次
の
自
己
」
が
発
見
さ
れ
る
。
金
子
に
よ
れ
ば
こ
う

し
た
自
己
変
革
に
よ
る
人
間
の
新
生
が
「
対
話
に
お
け
る
言
葉

の
出
来
事
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
言
葉
を
外
的
音
声
と

し
て
聞
く
だ
け
で
は
だ
め
で
あ
っ
て
、
内
的
に
聞
く
、
つ
ま
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

心
の
奥
深
く
言
葉
を
き
ざ
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
傍

点
筆
者
）
ま
た
ル
タ
ー
は
次
の
よ
う
に
語
る
ゆ
「
御
言
葉
は
使

徒
の
口
か
ら
出
て
、
、
聞
く
者
の
心
に
達
す
る
。
そ
こ
に
聖
霊
が

い
ま
し
て
、
聞
か
れ
る
よ
う
に
心
に
御
言
葉
を
刻
み
込
む
。
こ

の
よ
う
に
説
教
者
は
す
べ
て
形
を
創
り
だ
す
芸
術

家
で
あ
る
。
噛
）
金
子
晴
勇
は
上
述
の
宗
教
改
革
者
ル
タ
ー
（
ζ
．

冒
暮
冨
♪
一
四
八
三
-
一
五
四
六
）
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
・
言

葉
の
刻
印
力
と
い
う
も
の
が
い
か
に
人
間
の
内
的
変
革
に
関
与

す
る
か
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
タ
ー
に

よ
れ
ば
、
「
聞
く
作
用
は
音
声
の
刺
激
に
よ
っ
て
生
じ
る
が
、

こ
の
言
葉
の
外
的
響
き
を
と
お
し
て
内
的
に
意
味
を
え
さ
せ
る

に
は
神
の
霊
が
心
の
肉
垂
に
内
的
に
言
葉
を
刻
印
し
、
内
な
る
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レ
 

変
革
が
生
じ
な
け
れ
ば
、
真
に
聴
く
こ
と
は
成
立
し
な
い
。
」

と
。
神
の
言
葉
を
聞
く
態
度
を
と
お
し
て
人
間
は
自
己
の
非
本

来
的
な
現
状
を
打
破
し
、
真
の
新
し
い
自
己
へ
と
内
的
変
革
を

遂
げ
て
ゆ
く
。
こ
の
人
間
の
実
存
の
本
来
的
存
在
へ
の
飛
躍
の

契
…
機
と
な
る
も
の
が
、
こ
こ
で
も
言
語
に
よ
る
実
存
的
真
理
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。

 
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
一
般
的
な
単
な
る
言
葉
の
考
察

か
ら
、
具
体
的
に
生
き
て
話
さ
れ
る
言
葉
の
働
き
に
つ
い
て
の

考
察
へ
と
移
行
す
る
と
き
に
初
あ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
に
対

し
て
影
響
を
及
ぼ
す
コ
言
葉
の
力
」
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

H
．
リ
ッ
プ
ス
が
「
言
葉
の
潜
在
力
」
e
o
げ
Φ
暮
N
切
長
ω
鷺
9
。
げ
①
）

と
し
て
特
徴
づ
け
た
こ
の
現
象
は
、
「
言
葉
に
お
い
て
行
わ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 

る
決
定
の
光
の
な
か
に
、
物
は
現
れ
る
」
と
い
う
ボ
ル
ノ
ー
の

説
明
で
要
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
教
育
学
的
に
重
要
な
点
は
、

人
間
自
身
も
ま
た
、
自
分
の
話
す
言
葉
の
影
響
を
受
け
て
変
化

す
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
他
者
に
あ
る
事
柄
が
伝
達
さ
れ
語
．

ら
れ
て
初
め
て
、
そ
れ
は
存
在
し
現
実
の
も
の
と
な
る
、
と
い

う
事
実
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ボ
ル
ノ
ー
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
「
人
が
自
分
の
言
葉
で
固
定
さ
れ
る
こ
の
現
象
は
、
道
徳

的
な
個
性
の
形
成
、
言
葉
の
厳
密
な
意
味
で
の
自
己
に
と
っ
て
、

決
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
言
葉
の
固
定
化
の
こ
の
作
用

に
よ
っ
て
初
め
て
、
人
は
確
固
た
る
責
任
あ
る
自
己
を
得

 
 
ね
 

る
。
」
わ
け
で
、
そ
こ
か
ら
人
間
が
言
葉
を
語
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
責
任
存
在
と
な
り
う
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
。

 
ボ
ル
ノ
ー
は
さ
ら
に
そ
れ
を
鋭
く
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
人
間
は
言
語
の
な
か
に
自
己
を
表
出
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
て
、
人
間
は
そ
の
言
語
を
と
お
し
て
、
そ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
う
な
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
だ
か

ら
人
間
は
固
定
し
た
本
質
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
は
な

く
て
、
人
間
が
そ
の
言
語
を
発
展
さ
せ
る
、
そ
の
し
か
た
に
お

い
て
、
は
じ
め
て
人
間
は
こ
の
よ
う
な
本
質
を
獲
得
す
る
の
で

 
 
お
 

あ
る
。
」
と
。
人
間
の
徳
性
や
悪
徳
と
い
う
心
的
性
質
は
、
す

で
に
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
言
語
に
よ
る
解
釈
の
な
か
で
ま

る
で
外
界
の
物
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
う
で

は
な
く
言
語
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
形
式
の
な
か
で
初
め
て
形

成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
は
「
人
間
自
身

が
言
語
と
い
う
媒
介
物
の
な
か
で
対
象
化
さ
れ
、
自
分
の
外
的

世
界
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
内
的
世
界
を
も
、
自
分
の
言
語
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
 

導
ぎ
の
糸
に
よ
っ
て
知
る
に
い
た
る
と
い
う
事
実
」
を
表
し
て

い
る
。

三
 
註
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．
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○
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野
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第
四
章
 
結
語

 
翻
っ
て
、
一
般
に
子
ど
も
は
周
り
で
話
さ
れ
て
い
る
言
語
を

習
得
し
て
ゆ
く
過
程
で
、
か
れ
は
自
ら
の
世
界
の
な
か
で
生
き

て
ゆ
く
手
が
か
り
を
獲
得
し
、
有
意
義
な
秩
序
立
て
ら
れ
た
世

界
に
参
入
し
、
他
方
で
ま
た
言
語
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
歴
史

的
遺
産
と
し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
文
化
を
徐
々
に
理
解
し
て
ゆ

く
。
し
か
し
子
ど
も
は
ど
う
し
て
「
長
大
な
経
験
連
鎖
」
（
ゲ
ー

レ
ン
、
〉
●
Ω
Φ
匡
①
炉
一
九
〇
四
1
）
と
し
て
の
悠
久
の
歴
史
を
、

言
語
に
よ
っ
て
一
定
の
時
間
内
に
習
得
し
う
る
か
と
の
問
い
に

対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
ゲ
ー
レ
ン
の
い
う
言
語
の
「
負

担
免
除
」
の
機
能
を
今
一
度
想
起
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

ゲ
ー
レ
ン
は
こ
う
考
え
る
。
「
象
徴
的
形
態
と
い
う
の
は
、
要

す
る
に
、
短
縮
さ
れ
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
負
担
を
免
除
す
る

形
態
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
形
態
は
、
苦
労
し
て
獲
得
さ

れ
た
長
大
な
経
験
連
鎖
を
、
い
わ
ば
短
絡
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

て
負
担
免
除
す
る
。
」
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
負
担
免
除
」

と
し
て
の
言
語
の
機
能
は
、
動
物
が
本
能
に
よ
っ
て
そ
の
生
活

の
適
応
能
力
を
確
保
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
や
子
ど
も

の
適
応
行
動
の
習
得
に
と
っ
て
も
必
要
不
可
欠
な
要
因
で
あ
る

こ
と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ

が
こ
れ
ま
で
に
論
究
し
て
き
た
ボ
ル
ノ
ー
に
お
け
る
言
語
の
問

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

題
は
上
述
の
よ
う
な
所
与
の
世
界
へ
の
適
応
と
し
て
の
言
語
を
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中
心
に
扱
う
も
の
で
は
な
く
、
言
語
そ
の
も
の
が
人
間
の
人
格

 
 
 
 
 

形
成
に
ど
れ
ほ
ど
深
く
関
与
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
一

点
が
焦
眉
の
研
究
課
題
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
皇

紀
夫
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
言
語
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
思

考
と
、
言
語
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
世
界
観
そ
の
も

の
と
を
、
所
与
の
自
明
の
在
り
方
と
し
て
受
け
と
め
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
自
明
性
が
改
め
て
問
い
直
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
、

す
な
わ
ち
習
得
し
た
言
語
と
そ
れ
に
依
る
世
界
の
見
方
と
が
、

自
己
の
生
き
る
現
実
に
お
い
て
、
批
判
的
に
内
省
さ
れ
る
態
度

と
能
力
を
育
て
る
こ
と
が
、
言
語
教
育
の
根
本
課
題
で
あ
る
と

 
 
 
 
 
 
 
 

考
え
ら
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

 
言
語
教
育
を
さ
ら
に
人
間
形
成
論
に
即
し
つ
つ
検
討
し
た
場

合
、
「
心
身
の
経
験
を
経
ず
に
集
積
さ
れ
て
ゆ
く
言
語
は
、
抽

象
的
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
、
『
負
担
免
除
』
の
役
割
を
果

た
す
と
と
も
に
、
他
方
で
自
己
と
世
界
と
を
隔
て
る
疎
外
要
因

 
 
 
 
 
 
ぞ
 

と
も
な
り
う
る
。
」
こ
う
し
た
所
与
の
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ

た
言
語
を
自
ら
の
経
験
を
と
お
し
て
、
新
し
い
意
味
を
帯
び
た

言
語
と
し
て
再
生
さ
せ
て
ゆ
く
試
み
は
、
文
学
的
な
言
語
の

「
異
化
」
の
手
法
に
も
み
ら
れ
る
。
大
江
健
三
郎
に
よ
れ
ば
、

異
化
の
手
法
と
は
「
あ
る
イ
メ
：
ジ
と
そ
れ
を
構
成
す
る
言
葉

を
、
日
常
生
活
の
自
動
化
作
用
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
眼
で
見

す
ご
す
よ
う
に
で
は
な
く
、
そ
の
眼
を
ひ
っ
つ
か
ん
で
覚
醒
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

せ
る
よ
う
な
、
抵
抗
感
の
あ
る
も
の
に
き
わ
だ
た
せ
て
ゆ
ズ
」

こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
ら
は
、
作
家
の
創
作
活
動
と
は
、
も
の
と
化
し
て
い
る
言
語

の
在
り
方
を
、
つ
ま
り
「
日
常
的
惰
性
的
な
言
語
感
覚
」
を
否

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
言
語
と
自
己
と
の
新
た
な
出
会
い
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぞ
 

地
平
を
開
こ
う
暮
す
る
」
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ

に
ボ
ル
ノ
ー
の
解
釈
学
的
認
識
論
と
し
て
の
「
持
ち
込
ま
れ
た

前
理
解
」
の
概
念
と
共
通
項
を
有
す
る
言
語
理
解
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
人
間
が
事
物
を
把
握
す
る
こ
と
に
慣
れ
て

し
ま
っ
た
地
平
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
の
生
活
の
営
み
に
す
ぎ
な

い
。
「
日
常
的
惰
性
的
な
言
語
感
覚
」
（
大
江
健
三
郎
）
κ
浸
り

き
っ
て
生
き
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
、
そ
こ
で
は
事
物
が
そ
れ

自
身
か
ら
彼
に
告
げ
る
予
期
せ
ざ
る
こ
と
一
（
d
】
ρ
①
同
く
『
鋤
、
弓
け
Φ
ぴ
①
c
o
）

や
新
た
な
も
の
（
Z
①
＝
①
。
。
）
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
船
）
そ
う

し
た
性
向
を
孕
み
も
つ
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
次
の
よ
う
な
問
い

を
発
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

 
す
な
わ
ち
、
人
間
形
成
の
教
育
的
課
題
が
、
主
体
的
な
子
ど

も
や
人
間
の
自
己
実
現
の
過
程
に
存
す
る
か
ぎ
り
、
所
与
の
自

明
化
さ
れ
た
世
界
か
ら
自
己
を
解
放
す
る
と
い
う
「
自
己
の
根

源
へ
の
回
帰
」
と
い
う
独
自
の
弁
証
法
的
プ
ロ
セ
ス
が
問
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
言
語
教
育

に
と
っ
て
も
自
明
化
さ
れ
た
習
慣
的
な
言
語
使
用
を
今
一
度
吟
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味
す
る
態
度
や
能
力
が
要
求
さ
れ
て
く
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
 
現
実
を
た
ん
に
模
写
す
る
だ
け
の
は
か
な
い
も
の
で
は
な
く
、

な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
言
語
の
も
つ
公
共
的
か
つ
先
行
的
な
所
与
 
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
現
実
を
一
定
の
仕
方
で
解
釈
し
、
そ
の
結
、
「

的
性
格
が
大
前
提
と
な
っ
て
、
言
語
の
「
負
担
免
除
」
機
能
が
 
果
人
間
は
言
葉
に
よ
っ
て
す
で
に
把
握
さ
れ
た
特
有
の
世
界
を

認
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
子
ど
も
の
思
考
・
行
動
様
式
の
方
向
づ
 
創
造
す
る
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
さ
ら
に
第
三
章
の
「
言
語
に
よ

け
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
所
与
 
る
人
間
の
自
己
生
成
」
に
お
い
て
は
、
人
問
は
言
葉
を
媒
介
に

の
も
の
と
し
て
の
先
行
的
な
性
格
を
孕
む
言
語
の
課
題
を
再
吟
 
し
て
の
み
、
道
徳
的
存
在
と
な
り
う
る
こ
と
を
論
究
し
て
き
た
。

下
し
、
自
明
な
も
の
と
し
て
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
意
味
内
容
-
人
間
は
良
く
も
悪
く
も
言
葉
を
通
し
て
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ

を
改
め
て
主
体
的
に
「
受
け
取
り
直
す
」
（
ぐ
く
一
Φ
働
Φ
同
『
［
○
一
①
5
「
）
 
れ
故
、
人
間
は
本
来
、
固
定
し
た
本
質
を
も
つ
存
在
で
は
な
く
、

こ
と
（
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
．
内
角
Φ
蒔
①
σ
q
9
錠
9
一
八
＝
ニ
ー
一
八
 
彼
が
自
己
の
言
葉
を
本
質
的
な
意
味
で
使
用
す
る
仕
方
に
応
じ

五
五
）
こ
そ
が
、
本
論
で
試
み
よ
う
と
し
た
ボ
ル
ノ
ー
の
言
語
 
て
、
彼
の
道
徳
性
が
展
開
さ
れ
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う

教
育
論
の
核
心
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
「
こ
と
ば
に
よ
っ
 
・
に
一
つ
の
現
実
形
成
力
を
孕
み
も
つ
言
葉
は
自
然
的
な
現
存
在

て
共
通
の
中
立
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
た
一
般
的
な
世
界
か
 
を
超
越
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
道
徳
的
な
充
実
を
要
求
し
て
く
る

ら
、
，
彼
自
身
の
自
分
で
経
験
し
た
自
分
だ
け
に
属
す
る
世
界
を
 
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

切
り
取
る
こ
と
」
の
重
要
性
が
今
一
度
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
 
 
こ
う
し
て
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
、
人
間
は
主
体
的
な
「
受

だ
ろ
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
取
り
直
し
」
と
し
て
の
言
葉
に
よ
っ
て
の
み
、
本
来
的
な
自
己

 
真
の
言
語
教
育
の
目
標
は
、
た
ん
な
る
言
語
教
授
で
は
な
く
、
と
な
る
こ
と
を
一
貫
し
て
考
察
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
本

人
間
の
人
格
性
を
育
成
す
る
際
に
、
言
語
が
ど
の
よ
う
な
機
能
 
稿
に
お
い
て
は
ボ
ル
ノ
ー
の
言
語
教
育
論
の
重
要
な
テ
ー
ゼ
の

を
は
た
す
べ
き
か
と
い
う
内
容
に
焦
点
づ
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
 
 
一
つ
で
あ
る
「
対
話
へ
の
教
育
」
に
つ
い
て
は
論
究
し
え
な
か
っ

で
あ
る
。
具
体
的
に
第
二
章
で
は
「
言
語
に
よ
る
世
界
の
開
示
」
 
た
。
，
人
間
は
主
体
的
な
言
葉
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
開

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
言
葉
が
人
間
に
世
界
へ
の
参
加
を
導
き
、
 
示
の
可
能
性
が
芽
ば
え
始
め
、
彼
本
来
の
自
己
へ
と
近
づ
い
て

人
間
の
行
為
全
体
が
言
葉
に
よ
っ
て
か
じ
を
取
ら
れ
て
い
る
こ
 
ゆ
く
。
こ
の
ボ
ル
ノ
ー
の
テ
ー
ゼ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
人

と
を
論
証
し
て
き
た
。
言
葉
は
け
っ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
の
 
間
の
言
葉
を
真
剣
に
受
け
止
め
る
も
う
一
人
の
聞
き
手
の
存
在
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を
前
提
と
す
る
。
こ
こ
に
ボ
ル
ノ
ー
の
言
語
論
を
支
え
る
も
う

一
つ
の
重
要
な
課
題
、
す
な
わ
ち
「
対
話
へ
の
教
育
」
の
意
義

が
唱
え
ら
れ
る
必
然
性
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
故
、
．
筆

者
に
と
っ
て
も
こ
の
「
対
話
へ
の
教
育
」
の
含
み
も
つ
教
育
学

的
意
義
は
そ
れ
だ
げ
で
十
分
一
つ
の
論
文
の
中
心
テ
ー
マ
に
な

る
ほ
ど
重
大
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
小
論

に
お
い
て
は
あ
え
て
こ
の
点
に
は
触
れ
ず
、
別
の
機
会
に
十
分

な
紙
面
を
尽
く
し
て
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

 
ボ
ル
ノ
ー
に
よ
れ
ば
、
教
育
学
に
対
し
て
言
語
と
教
育
の
関

係
を
今
一
度
充
実
し
た
も
の
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
言
語
を

他
の
陶
冶
財
に
な
ら
ぶ
一
つ
の
陶
冶
財
と
し
て
取
り
扱
う
だ
け

で
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
究
極
的
に
人
間
を
「
話
す
存
在
」
、

つ
ま
り
言
語
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
存
在
と
し
て
理
解
す
る
視

点
が
教
育
学
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
の
か
を
探

究
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
わ
れ
わ
れ
は
結
語

と
し
て
次
の
ボ
ル
ノ
ー
の
言
説
を
引
用
し
て
本
稿
を
締
め
く
く

．
る
こ
と
に
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
．
「
人
間
が
ど
れ
ほ
ど
ま
で
に

言
語
の
な
か
に
生
き
、
ま
た
言
語
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
か
、
ま
た
言
語
は
人
間
の
世
界
理
解
と
自
己
実
現
に
と
っ

て
、
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
が
わ
か
れ
ば
、
教
育

学
も
ま
た
こ
れ
ら
の
歩
み
に
十
分
な
注
意
を
む
け
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
教
育
学
は
こ
れ
ら
の
歩
み
を
教
育
的
に
導
き
、
誤
っ

た
展
開
の
危
険
を
避
け
る
よ
う
に
努
力
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
言
語
は
も
は
や
語
学
の
授
業
と
か
正
し
い
語
法
の
育

成
と
か
の
よ
う
に
、
諸
領
域
に
な
ら
ぶ
一
つ
の
教
授
領
域
の
対

象
で
は
な
く
て
、
教
育
全
体
の
中
心
点
に
移
っ
て
く
る
。
人
問

に
語
る
こ
と
を
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
を
言
語
に
ま
で

目
ざ
め
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
れ
を
人
間
に
ま
で
形
成

す
る
の
で
あ
る
。
言
語
の
教
育
学
は
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
学
的
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 

定
位
づ
け
ら
れ
た
体
系
的
教
育
学
の
基
礎
部
門
で
あ
る
。
」
と
。

四
 
註

（
1
）

（
2
）

AA43
vv

〉
・
Ω
①
江
Φ
p
＞
巨
ξ
O
b
。
δ
σ
q
一
ω
魯
Φ
国
。
議
9
§
堕
お
①
ド

亀
井
祐
・
滝
浦
静
雄
訳
、
『
人
間
学
の
探
究
』
、
紀
伊
国
屋
書

店
、
一
九
七
〇
年
、
二
二
〇
頁
。

皇
紀
夫
著
、
「
人
間
形
成
と
言
語
」
、
下
程
勇
吉
編
、
『
教
育

人
間
学
研
究
』
所
収
、
法
律
文
化
社
、
昭
和
五
七
年
、
初
版
、

二
六
⊥
今
回
。

皇
紀
球
道
、
前
掲
書
、
二
六
八
頁
。

大
江
健
三
郎
著
、
「
小
説
の
言
葉
」
、
叢
書
文
化
の
現
在
一
、

≒
言
語
と
世
界
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
二
四
頁
。
及

び
近
著
『
新
し
い
文
学
の
た
め
に
』
、
岩
波
書
店
、
 
一
九
八

九
年
。
こ
こ
で
は
以
下
の
よ
う
な
言
語
論
が
展
開
さ
れ
て
い

る
。
．
す
な
わ
ち
、
大
江
健
三
郎
（
一
九
三
五
1
）
に
よ
れ
ば
、

小
説
や
詩
と
は
、
日
常
生
活
で
の
言
葉
の
意
味
や
音
を
生
か
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し
つ
つ
、
文
学
表
現
の
「
言
葉
」
独
自
の
鋭
さ
や
新
鮮
さ
を

発
見
し
、
わ
た
し
た
ち
の
魂
の
内
に
そ
の
よ
う
な
「
言
葉
」

を
定
着
さ
せ
刻
印
づ
け
る
作
業
で
あ
る
と
い
う
。
た
と
え
ば

大
江
は
若
い
歌
人
俵
万
智
の
あ
ま
り
に
も
有
名
な
短
歌

 
「
こ
の
味
が
い
い
ね
」
と
君
が
言
っ
た
か
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
月
六
日
は
サ
ラ
ダ
記
念
日

を
援
用
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
考
察
を
展
開
す
る
。
こ
の
歌

は
、
数
知
れ
ぬ
家
庭
で
の
ま
さ
に
わ
た
し
た
ち
の
日
常
生
活

で
の
言
葉
で
あ
り
、
わ
た
し
た
「
ち
は
「
こ
の
味
が
い
い
ね
」

と
い
う
平
凡
な
句
に
毎
日
の
よ
う
に
出
会
い
な
が
ら
別
段
気

に
も
と
め
な
い
。
こ
れ
が
日
常
冨
実
用
の
言
葉
の
使
わ
れ
方

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
俵
万
智
と
い
う
第
一
級
の
歌
人
の
眼

に
か
か
る
や
否
や
、
「
こ
の
味
が
い
い
ね
」
と
い
う
言
葉
は

わ
た
し
た
ち
の
魂
の
内
に
新
鮮
な
響
き
を
か
も
し
出
し
始
め

る
。
若
い
恋
人
た
ち
の
間
で
翻
せ
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
言
葉

が
忘
れ
ら
れ
な
く
て
、
こ
の
日
を
「
サ
ラ
ダ
記
念
日
」
と
名

づ
け
た
。
こ
の
歌
を
通
じ
て
「
こ
の
味
が
い
い
ね
」
と
い
う

言
葉
は
特
別
な
も
の
へ
と
変
貌
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
を
大
江
は

ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
か
ら
で
て
き
た
「
異
化
」
と
い

う
概
念
に
結
び
つ
け
て
理
解
し
よ
う
と
試
み
る
。

 
そ
れ
で
は
こ
の
「
異
化
」
と
は
何
な
の
か
。
大
江
に
よ
れ

ば
、
わ
た
し
た
ち
が
営
ん
で
い
る
日
々
の
生
活
で
は
、
日
常
・

実
用
の
言
葉
が
「
自
動
化
」
し
て
い
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
，

友
人
と
テ
ー
ブ
ル
を
は
さ
ん
で
、
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
い
る

と
こ
ろ
へ
猫
が
や
っ
て
来
て
、
テ
ー
ブ
ル
の
下
で
喉
を
ゴ
ロ

ゴ
ロ
鳴
ら
し
始
め
た
と
し
よ
う
。
私
は
そ
の
こ
と
を
ぼ
ん
や

り
と
知
覚
し
て
は
い
る
が
、
し
ば
ら
く
し
て
、
猫
が
い
な
く

な
っ
て
か
ら
、
友
人
が
「
お
宅
の
猫
、
足
に
怪
我
し
て
い
ま

し
た
ね
。
」
と
言
わ
れ
て
、
私
は
猫
の
こ
と
を
思
い
出
そ
う

ど
す
る
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
猫
が
い
る
と
知
覚

し
て
い
て
も
、
本
当
に
そ
の
存
在
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

猫
に
明
確
か
つ
意
識
的
な
眼
差
し
を
注
い
で
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
と
き
初
め
て
、
私
に
と
っ
て
そ
の
猫
が
一
つ

の
も
の
と
し
て
実
在
し
始
め
、
「
あ
あ
、
足
に
怪
我
を
し
て

い
る
な
」
と
気
づ
く
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
》
私
は
普
段
、

猫
を
自
動
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
先
の
「
こ
の
味
が
い

い
ね
」
と
い
う
ご
く
平
凡
で
擦
り
切
れ
た
い
わ
ば
自
動
化
さ

れ
た
言
葉
が
、
い
っ
た
ん
直
観
力
の
豊
か
な
歌
人
の
手
に
か

か
る
と
、
そ
こ
に
生
命
が
脈
々
と
通
う
よ
う
に
な
る
。
「
こ

れ
が
も
の
を
自
動
化
の
状
態
か
ら
引
き
出
す
異
化
の
手
法
」

（
三
八
頁
）
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
「
異
化
」
の
第
一
歩

は
、
言
葉
が
知
覚
に
意
味
を
伝
達
す
る
も
の
と
し
て
日
常
的

に
使
わ
れ
、
そ
の
過
程
で
絡
み
付
い
た
ほ
こ
り
や
汚
れ
を
洗

い
流
す
と
こ
ろ
が
ら
出
発
す
る
。
使
い
ふ
る
さ
れ
擦
り
切
れ

て
し
ま
っ
た
わ
た
し
た
ち
の
日
常
生
活
の
言
葉
を
「
真
新
し

い
言
葉
に
仕
立
て
直
す
」
こ
と
こ
そ
が
芸
術
わ
け
て
も
文
学

の
使
命
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
た
ち
は
、
ま
ず
物
と
関
係
し
つ

つ
こ
の
世
界
で
生
き
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
言
葉
と
の
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

き
あ
い
は
、
ま
ず
そ
の
よ
う
な
も
の
と
の
関
係
の
、
代
行
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
る
。
…
…
（
中
略
）
と
こ
ろ
が
そ
の
実
生
活
で
の
も
の
と
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（
5
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
関
係
に
は
、
自
動
化
作
用
が
起
こ
る
。
も
の
を
も
の
と
し

て
意
識
し
、
受
け
と
め
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
る
。
そ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
対
し
て
『
異
化
』
さ
れ
た
言
葉
が
あ
ら
た
め
て
僕
ら
に
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
を
も
の
と
し
て
、
は
っ
き
り
と
ら
え
な
お
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
」
（
五
七
頁
-
五
八
頁
）
さ
ら
に
先
の
若
く
生
々
し
た
言

語
感
覚
の
短
歌
を
引
き
合
い
に
だ
せ
ば
、
「
サ
ラ
ダ
」
と

「
記
念
日
」
と
い
う
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
言
葉
の
、
こ
の
詩
人

の
眼
を
と
お
し
て
「
サ
ラ
ダ
記
念
日
」
と
い
う
い
か
に
新
し

く
洗
い
清
め
ら
れ
た
存
在
に
変
貌
し
て
い
る
こ
と
か
。
す
な

わ
ち
「
異
化
」
と
は
「
あ
り
ふ
れ
た
、
日
常
的
な
言
葉
の
、

汚
れ
・
ク
タ
ビ
レ
を
い
か
に
洗
い
流
し
、
仕
立
て
な
お
し
て
、

そ
の
言
葉
を
、
人
間
が
い
ま
発
見
し
た
ば
か
り
で
で
も
あ
る

か
の
よ
う
に
新
し
く
す
る
こ
と
」
（
四
三
頁
）
に
他
な
い
。

＜
σ
q
r
O
●
即
b
d
9
ぎ
○
多
∪
霧
U
o
b
b
Φ
茜
①
巴
。
ま
α
霞

≦
p
げ
目
げ
Φ
誉
ω
o
。
一
●

同
じ
問
題
は
、
す
で
に
人
間
は
技
術
的
に
理
解
さ
れ
た
世

界
の
な
か
に
生
き
て
お
り
、
そ
れ
故
物
事
を
利
害
の
可

能
性
、
も
し
く
は
利
用
価
値
の
有
無
か
ら
対
象
と
し
て
な

が
め
て
い
る
こ
と
を
鋭
く
指
摘
し
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（
ζ
・

＝
Φ
巳
①
σ
q
σ
q
p
Φ
さ
一
八
八
九
一
）
、
に
よ
っ
て
も
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
彼
は
そ
れ
を
人
間
の
「
手
も
と
存
在
」
と
定
義

づ
け
て
い
る
。
ボ
ル
ノ
ー
は
こ
れ
と
の
関
連
で
、
人
間
は
一

般
的
に
物
を
具
体
的
な
直
観
に
お
い
て
見
て
は
お
ら
ず
、

「
い
つ
も
こ
の
直
観
を
通
り
こ
し
て
、
い
わ
ば
こ
れ
を
跳
び

こ
え
て
実
際
の
使
用
を
方
向
づ
け
る
こ
と
で
十
分
な
、
い
わ

 
 
 
ば
ゲ
ー
レ
ン
の
『
最
小
限
の
性
格
』
一
で
事
物
を
知
る
こ
と
で
、

 
 
 
人
は
満
足
し
て
い
る
。
」
（
ボ
ル
ノ
ー
、
哲
学
的
教
育
学
入
門

 
 
 
七
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
6
）
 
ボ
ル
ノ
ー
著
、
『
哲
学
的
教
育
学
入
門
』
、
五
九
頁
。

（
7
）
 
○
．
国
・
ゆ
。
旨
。
ヨ
ω
b
茜
。
げ
：
皇
国
匡
9
巨
σ
q
”
ω
ま
●

一
九
九
〇
年
一
月
一
九
日

 
 
 
 
 
 
（
脱
稿
）
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