
西
尾
英
国
語
教
育
論
に
お
け
る
主
観
と
客
観
の
問
題
に
つ
い
て

は
じ
め
に

垣
内
松
三
氏
は

『寓
語
解
釈
学
概
説
』
の
な
か
で

｢
わ
れ
わ
れ
の
個
人
的
な
理

会
は
如
何
に
し
て
普
遍
妥
当
的
な
理
会
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
｣
と
問
い
'
｢
理

会
は
無
限
な
る
課
題
で
あ
る
｣
と
し
つ
つ
も
'
｢
理
会
の
共
作
用
｣
を
具
体
化
す
る

方
法
学
と
し
て
解
釈
の
技
術
学
を
提
唱
し
た
｡
匡
語
教
育
に
お
け
る
主
観
-
客
観

の
問
題
は
現
在
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
が
､
最
近
､
W

･

イ
ー
ザ
I
の
読
書

(者
)
論
等
を
反
映
し
て
読
書

(者
)
論
的
国
語
教
育
論

が
提

唱
さ
れ
､
こ
の
問
題
に
新
し
い
照
明
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
.
イ
ー
ザ
-
は
､
｢
今
日

の
芸
術
は
､
少
な
-
と
も
解
釈
に
対
し
て
'
こ
れ
ま
で
と
は
別
個
の
新
た
な
条
件

を
作
り
出
し
て
い
る
｡
イ
デ
ア
と
現
象
と
の
照
応
を
見
る
プ
ラ
-
ン
的
思
考
に

代
っ
て
､
作
品
と
外
界
の
社
会
的
歴
史
的
規
範
な
ら
び
に
潜
在
的
な
-
歴
史
的
'

社
会
的
に
異
な
っ
た
状
況
に
あ
る
-
読
者
の
規
範
と
の
相
互
作
用
が
'
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
の
重
要
な
考
察
領
域
と
な
る
｡
仙
｣
と
述
べ
'
テ
キ
ス
-
の
呼
び
か
け
に

応
じ
て
意
味
構
成
す
る
読
者
主
体
の
受
容
作
用
を
重
視
し
た
｡
こ
-
し
た
テ
キ
ス

-
解
釈
の
変
化
に
は
ガ
ー
ダ
マ
-
や
F

･
キ
ユ
ン
メ
ル
等
の
哲
学
的
解
釈
学
が
背

景
に
あ
る
｡

本
稿
は
､国
語
教
育
の
主
観
-
客
観
の
問
題
に
つ
い
て
西
尾
実
国
語
教
育
論
(以

後

藤

恒

允

下
西
尾
理
論
)
を
例
に
と
り
あ
げ
､
こ
う
し
た
変
化
を
背
景
に
し
た
と
き
の
過
渡

期
性
を
考
察
し
､
今
日
の
国
語
教
育
が
た
ど
っ
て
き
た
筋
道
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
た
｡

手

続

き
と
し
て
は
､
最
初
に
t
F
･
キ
ユ
ン
メ
ル
の

『現
代
解
釈
学
入
門
-
理

解
と
前
理
解

･
文
化
人
間
学
-
』
を
と
-
あ
げ
､
訳
者
松
田
高
志
氏
の
解
説
に
多

-
依
り
つ
つ
似
､
西
尾
理
論
を
照
射
す
る
視
座
を
得
よ
う
と
し
た
.

次
に
､
西
尾
理
論
を
概
観
L
t
主
に
二
つ
の
点
か
ら
考
察
を
加
え
た
｡

一
つ
は
､
初
期
の
形
象
理
論
に
お
い
て
追
究
し
よ
う
と
し
た
主
観
-
客
観
の
問

題
を
西
尾
氏
が
い
か
に
克
服
し
て
､
歴
史
的
社
会
的
存
在
と
し
て
の
読
者
主
体
の

問
題
意
識
喚
起
の
文
学
教
育
を
提
唱
し
た
か
､
ま
た
､
そ
の
限
界
や
課
題
は
ど
こ

に
あ
っ
た
の
か
を
考
察
し
た
｡
そ
こ
か
ら
'
そ
の
と
き
ど
き
の
国
語
教
育
思
潮
の

中
で
'
主
観
1
客
観
の
問
題
を
実
践

･
理
論
両
面
に
わ
た
っ
て
真
筆
に
追
究
し
た

西
尾
氏
の
姿
を
描
き
出
し
た
い
｡

二
つ
は
'
国
語
教
育
の
究
極
と
し
て
言
語
文
化
の
形
成
を
志
向
し
た
西
尾
氏
の

考
察
で
あ
る
｡
こ
の
と
き
､
形
象
理
論
に
お
け
る
主
題
か
ら
､
創
作
に
お
け
る
主

体
-
客
体
の
関
係
を
考
察
し
た

｢主
体
的
真
実
｣
へ
の
'
キ
ー
ワ
ー
ド
の
変
化
が

ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
が
主
な
考
察
と
な
る
｡

以
上
'
哲
学
的
解
釈
学
と
い
う
視
座
か
ら
西
尾
理
論
の
主
観
-
客
観
の
問
題
を

照
射
L
t
西
尾
理
論
を
再
評
価
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
｡
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第

〓
早

西
尾
理
論
を
照
ら
す
光
源
と
し
て

-
キ
ユ
ン
メ
ル
の

｢前
理
解
｣
-

H
歴
史
的
解
釈
学
の
要
請

キ

ユ
ン
メ
ル
は
ま
ず
､
現
代
を
'
鋭
-
対
立
す
る
意
見
や
立
場
が
多
数
並
存
し
､

そ
れ
ら
を
同
時
に
考
え
合
わ
せ
つ
つ
序
列
化
し
た
り
単
純
に
二
者
択

一
が
で
き
な

い
激
し
い
ジ
レ
ン
マ
に
陥

っ
て
い
る
と
き
だ
と
L
t
そ
の
克
服
と
し
て
あ
ら
た
め

て
解
釈
学
=
歴
史
的
解
釈
学
が
必
要
だ
と
す
る
｡

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
近
代
を
振
り
返

っ
て
み
る
と
､
真
理
が
分
裂
化
し
相
対
化
し
て
､

真
理
の
妥
当
性
や
相
互
理
解
の
可
能
性
が
問
わ
れ
た
と
き
'
解
釈
学
が
問
題
に

な

っ
て
き
た
.
こ
う
し
た
状
況
の
中
に
登
場
し
た
近
代
科
学
は

｢
1
義
的
な
､
客

観
的
に
証
明
可
能
な
普
遍
的
｣
真
理
を
獲
得
す
る
も
の
と
し
て
威
力
を
発
揮
し
､

現
実
を
､
普
遍
的
法
則
に
従
う
合
理
的
な
対
象
世
界
と
し
て
認
識
さ
せ
る
に
至

っ

た
｡
そ
れ
に
つ
れ
て
'
種
々
の
精
神
科
学
も
自
然
科
学
的
方
法
を
と
る
よ
-
に
な

り
､
解
釈
学
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
っ
て
再
認
識
さ
れ
る
ま
で
無
力
で
あ

っ
た
｡
し

か
し
､
自
然
科
学
の
方
法
が
適
用
さ
れ
る
の
は
限
ら
れ
た
対
象
だ
け
で
'
認
識
の

し
か
た
も

｢主
観
的
｣
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
｡
自
然
科
学
的

方
法
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た

｢客
観
的
｣
結
果
も
､
設
問

･
実
験
条
件

･
推
論

･
仮

説

･
検
証
に
は
自
然
科
学
者
側
の
あ
る
限
定
さ
れ
た
条
件
が
つ
き
ま
と
い
'
対
象

と
必
ず
し
も
正
し
-
対
応
し
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
キ

ユ
ン
メ
ル
は
'
こ
-
し
て
､

自
然
科
学
的
認
識

へ
の
再
検
討
が
始
ま

っ
た
現
在
'
解
釈
学
は

｢
過
去
と
未
来
に

聞
か
れ
た
見
渡
し
え
ぬ
｣
現
実
の
歴
史
的
状
況
を
全
体
的
に
把
握
す
る

｢歴
史
的

解
釈
学
｣
に
よ
る
理
解
が
必
要
だ
と
す
る
の
で
あ
る
｡

現
実
に
対
し
直
接
に
､
あ
る
い
は
方
法
的
に
確
実
に
近
づ
き
-
る
と
い
-
信
仰

が
揺
ら
ぎ
始
め
た
以
上
､
｢
現
実
は
'
全
-
独
立
し
'
す

っ
か
り
自
己
完
結
し
た
対

象
世
界
｣
で
は
な
-
な
る
｡
キ
ユ
ン
メ
ル
に
と
っ
て
'
現
実
と
人
間
は
互
い
に
交

錯
し
規
定
し
合
う
関
係
に
あ
る
｡
つ
ま
り
､
人
間
と
文
化
を

｢
過
去
に
対
し
て
と

と
も
に
未
来
に
向
か
っ
て
'
ま
た
外
的
な
広
が
り
に
対
し
て
と
と
も
に
内
的
な
深

み
に
向
か
っ
て
開
か
れ
し
だ
い
に
充
実
さ
を
加
え
て
い
-
循
環
｣
と
し
て
捉
え
る
｡

過
去
や
未
来
に
対
し
て

｢常
に
新
た
に
自
己
を
打
ち
開
い
て
い
る
｣
こ
ち
ら
側
の

｢歴
史
的
意
識
｣
に
よ

っ
て
'
現
実
は
自
己
を
開
示
し
､
こ
と
ば
に
媒
介
さ
れ
て

客
観
性
を
獲
得
す
る
｡
キ
ュ
ン
メ
ル
に
と
っ
て
人
間
と
離
れ
て
存
在
す
る
現
実
が

真
理
た
り
う
る
の
で
は
な
-
て
､
歴
史

(人
間
)
と
現
実
と
真
理
は

一
つ
に
結
び

つ
い
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ

っ
た
｡

さ
て
､
｢
理
解
と
前
理
解
｣
の
副
題
は
､
｢
理
解
の
主
観
的
前
提
と
客
観
性
の
要

求
｣
で
あ

っ
て
'

一
見
矛
盾
し
て
い
る
か
の
よ
-
な
二
つ
の
契
機
を
ど
の
よ
う
に

し
て
両
立
さ
せ
る
か
に
あ

っ
た
｡
現
実
と
人
間
が
相
互
に
規
定
し
合
-
関
係
に

あ

っ
て
は
'
人
間
の
現
実
理
解
に
は
'
そ
の
人
間
の
個
人
的
経
験
や
教
養
の
深
さ

や
広
さ
､
さ
ら
に
そ
れ
を
形
成
し
て
き
た
民
族
文
化
'
言
語
習
慣
な
ど
の
｢主
観
｣

的
要
素
が
入
り
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
｡
そ
う
で
あ
る
限
り
現
実
を
客
観
的
に
認
識

す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
｡
し
か
し
'
い
ま
や
以
前
の
よ
う
な
客
観
的
認
識
に
戻

る
こ
と
も
で
き
な
い
｡
｢
理
解
｣
の
｢主
観
性
｣
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
現
実
を
客

観
的
に
認
識
す
る
必
要
性
が
同
時
に
満
た
し
て
-
れ
る
鍵
概
念
が

｢前
理
解
｣
で

あ

っ
た
｡

と
こ
ろ
で
､
前
理
解
の
概
念
は
'

ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
が
使
い
始
め
た
概
念
で
あ
る

が
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
､
理
解
が
全
て
既
に
得
ら

れ
た
何
ら
か
の
理
解
を
前
提
と

し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
以
前
か
ら
気
づ
か
れ
て
お
-
､
現
実
理
解
の

内
的
根
拠
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
｡
し
か
し
､
こ
の
内
的
根

拠
の
強
化
と
し
て

｢
い
か
な
る
認
識
も
､
根
本
的
に
は
た
だ
人
間
の
内
に
お
い
て

の
み
目
覚
ま
さ
れ
､
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
り
'
け

っ
し
て
外
か
ら
人
間
の
中
に
も

ち
込
ま
れ
る
の
で
は
な
い
｣
と
す
る
考
え
が
繰
返
さ
れ
'
そ
れ
を
克
服
し
よ
-
と

し
た
試
み
に
も
､
内
的
根
拠
や
外
的
根
拠
'
あ
る
い
は
そ
の
対
応
関
係
を
考
察
す

る
際
に

｢形
而
上
学
的
基
礎
づ
け
｣
を
し
が
ち
だ
っ
た
と
し
て
､
キ

ユ
ン
メ
ル
は
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次
の
よ
う
に
総
括
す
る
｡

精
神
は
'
た
だ
精
神
的
な
も
の
だ
け
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
従

っ
て
認

識
可
能
な
現
実
は
､
す
べ
て
の
内
奥
に
お
い
て
そ
れ
自
身
精
神
で
あ
る
､
と
0

そ
の
際
'
精
神
は
現
実
全
体
を
包
摂
L
t
隅
々
ま
で
貫
通
し
て
い
る
神
的
本

質
な
い
し
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
(五
五
ペ
)

こ
れ
に
対
し
キ
ユ
ン
メ
ル
は
､
｢主
観
的
循
環
｣
の
閉
鎖
性
に
ま
ず
疑
問
を
も
つ
｡

つ
ま
-
､
人
間
が
｢
彼
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
｣
｢
そ
れ
自
身
人
間
的
な
も
の
か
､
人

間
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
け
｣
し
か
理
解
で
き
な
い
の
で
は
､
他
者
と

｢真
に
共
同
的
に
生
き
｣
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
｡
ま
た
､
い
ま
や
自
然
と

精
神
を
形
而
上
学
的
に
結
び
つ
け
る
試
み
は
破
綻
し
て
お
り
､
そ
の
ま
ま
で
は
人

間
と
現
実
は
分
裂
し
た
状
態
に
お
か
れ
る
｡

か
-
て
キ
ユ
ン
メ
ル
は
次
の
よ
う
な
決
定
的
な
問
い
を
投
げ
か
け
る
｡

人
間
と
世
界
の
間
に
'
い
か
な
る
形
に
せ
よ
前
も
っ
て
形
而
上
学
的
な
対
応

関
係
を
指
定
す
る
方
向
に
再
び
向
か
う
こ
と
を
-
､
い
か
に
し
て
今

一
度
理

解
の
範
囲
を
す
べ
て
の
現
実
に
拡
大
し
う
る
か
｡
(五
八
ペ
)

キ
ユ
ン
メ
ル
の

｢
前
理
解
｣
は
､
人
間
と
現
実
が
相
互
に
生
産
的
に
規
定
し
合

う
｢循
環
｣
的
関
係
の
中
で
､
｢
表
明
的
理
解
｣
と
弁
証
法
的
に
止
揚
さ
れ
な
が
ら
'

人
間
を
真
に
存
在
と
直
面
さ
せ
る
た
め
の
概
念
で
あ
っ
た
｡

日

｢前
理
解
｣
に
よ
る
主
観
客
観
の
止
揚

キ
ユ
ン
メ
ル
は
理
解
の
全
体
構
造
を
'
持
参
さ
れ
た
前
理
解
N
表
面
的
理
解
N

先
取
り
的
前
理
解
と
し
て
い
る
｡
た
と
え
ば
読
書
の
際
へ
わ
れ
わ
れ
は
既
に
身
に

つ
け
て
い
る
知
識
や
言
語
習
慣

･
認
識
な
ど
を
も
っ
て
本
に
臨
む
｡
こ
れ
は
理
解

し
よ
う
と
す
る
当
の
本
と
は
無
関
係
に

｢
既
に
=
前
も
っ
て
=
知

っ
て
い
る
｣
と

い
-
意
味
で
持
参
さ
れ
た
前
理
解
と
呼
ば
れ
る
｡
持
参
さ
れ

た
前
理
解
は
､
読
書

に
お
い
て
は
内
容
の
理
解
そ
の
も
の
の
う
ち
に
止
揚
さ
れ
'
そ
こ
か
ら
遡
及
し
て

初
め
て
明
瞭
さ
れ
､
あ
る
い
は
修
正
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
読
書
に
お
い
て
は
､
最

初
の
漠
然
と
し
た
全
体
印
象
が
再
読
す
る
う
ち
に
そ
れ
自
体
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ

る
と
と
も
に
全
体
の
構
造
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
-
｡
こ
れ
は
､
理
解
し
ょ
う
と

す
る
当
の
も
の
に
直
接
か
か
わ
っ
た
と
き
に

｢先
取
り
的
に
-
含
蓄
的
に
=
捉
え

る
｣
と
い
う
意
味
で
先
取
り
的
前
理
解
と
よ
ば
れ
､
｢
そ
の
後
に
続
-
展
開
に
お
い

て
個
々
の
箇
所
か
ら
更
に
詳
細
に
規
定
さ
れ
､
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
逆
作
用

的
に
個
々
の
理
解
を
推
し
進
め
る
｣
も
の
で
あ
り
'
表
明
的
理
解
と
弁
証
法
的
に

止
揚
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
'
｢
立
ち
現
わ
れ
る
現
実
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
な
が
ら
､

か
つ
人
間
自
身
の
内
に
理
解
を
根
源
的
に
目
覚
ま
す
力
'
つ
ま
り
現
実
と
自
己
の

両
方
に
規
定
さ
れ
る
力
｣
で
あ
り
､
こ
の
現
実
と
自
己
の
両
方
の
規
定
に
よ
り
｢
突

破
｣
の
出
来
事
､
つ
ま
り
､
先
取
り
的
前
理
解
に
よ
っ
て
人
間
が
変
革
さ
れ
'
現

実
が
新
し
い
現
実
と
し
て
開
示
さ
れ
る
こ
と
が
出
現
す
る
｡
｢
理
解
さ
れ
る
べ
き
現

実
が
､
先
取
り
的
前
理
解
そ
れ
自
体
に
お
い
て
'
そ
の
人
間
を
捉
え
､
変
革
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
､
理
解
の
内
的
根
櫨
を
目
覚
ま
せ
､
形
成
す
る
の
で
あ
｣
り
'
｢
人

間
が
自
ら
新
た
な
者
に
成
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
新
し
い
現
実
が
彼
に
開
示
さ
れ
う

る
｣
の
で
あ
る
｡
人
間
の
根
本
的
変
革
は

｢
現
実
が
彼
に
そ
れ
自
身
を
与
え
て
参

与
さ
せ
'
そ
れ
自
身
測
り
知
れ
な
い
彼
自
身
の
根
拠
に
な
る
と
い
う
仕
方
で
現
実

を
経
験
す
る
｣
と
い
う
相
互
的
同
化
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
'
キ
ュ
ン
メ
ル
は
こ
の
相
互
的
同
化
の
過
程
は
､
現
実
と
人
間
を

｢
悪

し
き
主
観
化
と
い
う
仕
方
で
止
揚
す
る
の
で
は
な
｣
-
'
理
解
に
お
い
て
の
み
現

実
は
真
に
客
観
的
で
現
実
的
に
な
る
と
す
る
｡

人
間
は
､
最
も
内
面
的
に
な
っ
た
時
に
'
ま
さ
に
事
実
に
即
し
て
生
き
て
い

る
｡
人
間
は
'
真
に
自
己
自
身
に
関
わ
り
う
る
時
に
'
自
己
か
ら
自
由
に
な

り
､
自
己
か
ら
抜
け
出
す
の
で
あ
る
｡
完
全
な
人
間
と
は
'
ま
さ
に
自
己
を

忘
れ
た
人
間
で
あ
る
｡
彼
に
と
っ
て
､
現
実
は
､
全
-
客
観
的
に
な
り
'
そ

れ
は
､
利
己
的
に
処
理
し
う
る
私
だ
け
の
世
界
と
い
う
性
格
を
無
-
す
の
で

あ
る
｡
(九
〇
ペ
)
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臼

認
識
に
お
け
る
倫
理
の
問
題

-
愛

キ

ユ
ン
メ
ル
は
理
解
の
客
観
性
を
t
か
-
し
て
倫
理
の
問
題
､
｢愛
｣
の
問
題
と

し
て
と
ら
え
る
｡
人
間
が
現
実
を
｢
あ
り
の
ま
ま
に
｣
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
｢
理

解
す
る
力
で
あ
り
精
神
の
根
源
的
力
で
あ
る
愛
の
力
'
つ
ま
り
開
き
つ
つ
先
駆
け

る
愛
の
力
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
｣
と
す
る
｡
愛
し
合
い
な
が
ら
理
解
す
る

状
態
に
お
い
て
こ
そ
人
間
と
現
実
は
互
い
に
開
示
し
合
い
､
同
時
に
人
間
は
自
身

の
存
在
を
突
き
破
り
越
え
出
て
い
-
こ
と
に
よ

っ
て
自
身
を
変
革
す
る
と
と
も
に

相
手
を
そ
の
固
有
な
完
全
性

へ
と
高
め
る
よ
う
変
革
し
て
い
-
0

キ
ユ
ン
メ
ル
に
と
っ
て
理
解
の
客
観
性
に
対
す
る
考
察
は

｢
人
間
の
最
高
の
可

能
性
に
対
す
る
人
間
の
最
深
の
本
質
か
ら
｣
人
間
存
在
を
理
解
す
る
も
の
で
あ
り
､

人
間
と
現
実
と
を
そ
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
と
ら
え
る
存
在
の
構
造

へ
の
考
察
で

あ

っ
た
と
い
え
よ
う
｡

キ
ユ
ン
メ
ル
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
'
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
考
察
を
文

化
と
教
育
と
の
関
係
に
も
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

『現
代
解
釈
学
』
の
後
篇
を
な
す

｢
文
化
人
間
学
｣
の
最
終
章

｢
文
化
と
教
育
｣

で
､
キ

ユ
ン
メ
ル
は
'
シ

ュ
プ
ラ

ン
ガ
ー
等

の
文
化
教
育
学
が
｢
陶
冶
財
と

し
て
の
文
化
内
容
の
根
拠
に
ア
プ
リ
オ
リ

な
価
値
が
存
し
｣
て
い
る
こ
と
を
基
礎

と
し
て
そ
の
伝
播
や
保
存
を
教
育
の
機
能
と
考
え
る
立
場
を
批
判
し
､
人
間
と
文

化
の
相
互
規
定
的
な

｢歴
史
的
立
場
｣
か
ら
教
育
を
考
え
よ
う
と
す
る
｡

キ
ユ
ン
メ
ル
に
よ
れ
ば
'
形
成

(B
i-d
u
n
g
)
は
そ
の
人
間
自
身
の
像

(B
i-d
)

に
媒
介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
､
文
化
か
ら

人
間

へ
と
い
う

一
方
的
な

発
信

で

は
な
-
'
文
化
か
ら
人
間

へ
､
人
間
か
ら
文
化

へ
と
い
う
相
互
規
定
､
相
互
開
示
､

相
互
変
革
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
キ
ユ
ン
メ
ル
は
こ
の
章
を
次
の

よ
う
に
し
め
-
-
っ
て
い
る
｡

世
界
お
よ
び
生

へ
の
直
接
的
関
わ
り
に
基
づ
-
自
己
生
成
の
こ
の
第
二
の
プ

ロ
セ
ス
に
お
い
て
､
人
間
は
初
め
て
本
来
的
に
存
在
の
充
足
を
獲
得
す
る
が
､

こ
の
プ

ロ
セ
ス
に
お
い
て
ま
た
'
客
観
的
な
も
の
や
拘
束
的
な
も
の
へ
の
積

極
的
な
関
係
を
見
出
す
｡
自
己
の
内
面
性
を
､
真
実
な
思
惟
や
責
任
行
為
に

お
い
て
､
ま
た
そ
の
本
質
や
変
化
に
お
い
て
確
証
す
る
こ
と
は
､
た
だ
客
観

的
真
理
を
事
実
に
即
し
､
愛
し
っ
つ
我
が
も
の
に
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み

可
能
で
あ
る
｡
た
だ
し
'
客
観
的
真
理
と
は
'
そ
こ
に
お
い
て
実
存
の
主
観

的
真
理
が
成
立
ち
'
充
足
に
達
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
の
で
あ
る
が

(
一
五

八
ペ
)

こ
こ
に
示
さ
れ
た
自
己
形
成
に
つ
い
て
の
考
察
は
'
そ
れ
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
～

キ
ユ
ン
メ
ル
の
認
識
論
を
凝
縮
し
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
｡

圃

こ
と
ば
に
つ
い
て

解
釈
論
に
は
避
け
て
通
れ
な
い
こ
と
ば
の
問
題
'
殊
に
現
実
と
こ
と
ば
と
の
関

係
の
問
題
を
､
キ

ユ
ン
メ
ル
が
以
上
の
よ
う
な

｢
歴
史
的
と
い
え
る
理
解
に
対
応

す
る
言
葉
の
構
造
｣
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

キ

ユ
ン
メ
ル
に
と
っ
て
こ
と
ば
と
現
実
も
'
人
間
と
現
実
と
の
関
係
の
よ
う
に

対
話
的
な
も
の
で
あ
り
､
無
限
の
対
話
の
う
ち
に
互
い
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て

い
く
も
の
で
あ

っ
た
｡

キ
ユ
ン
メ
ル
に
と
っ
て
現
実
と
は
人
間
と
離
れ
て
独
自
に
あ
る
も
の
で
は
な

-
'
人
間
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
本
質
を
開
示
し
て
い
-
も
の
で
あ

っ
た
｡
こ
と

ば
も
ま
た

｢
記
号
｣
の
よ
う
に
対
象
を

一
義
的
に
規
定
す
る
も
の
で
は
な
-
'
人

間
と
現
実
と
の
相
互
規
定
の
深
ま
り
に
応
じ
て
よ
り
深
-
対
象
を
と
ら
え

｢
呼
び

起
す
力
｣
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
は
こ
と
ば
を
不
明
確
な
も
の
と
し

て
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
が
､
そ
の
不
明
確
さ
に
よ

っ
て
こ
そ
､
現
実
の
全
体
的

な
姿
に
無
限
に
迫

っ
て
い
-
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
｡
あ
た
か
も
古
典
美
学
が

作
品
の
全
体
性
を
内
的
無
限
性
と
し
て
語

っ
た
よ
う
に
｡
し
た
が
っ
て
キ

ユ
ン
メ

ル
は
へ
｢
言
葉
の
深
み
｣
を

｢非
対
象
的
な
も
の
を
対
象
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
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れ
の
本
質
的
な
働
き
を
破
壊
し
た
り
､
そ
の
固
有
な
も
の
を
取
り
失

っ
た
り
せ
ず

に
､
自
己
の
う
ち
に
非
対
象
的
な
も
の
を
捉
え
'
現
前
化

へ
と
も
た
ら
す
こ
と
が

で
き
る
｣
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
る
｡
現
実
を
真
に
と
ら
え
る
開
か
れ
た

･
流

動
的
な
こ
と
ば
が
'
｢
歴
史
的
と
い
え
る
理
解
｣
に
対
応
し
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
'
そ
う
し
て
得
ら
れ
た
認
識
が
真
に
客
観
的
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
｢
対

話
｣
に
お
け
る

｢
共
同
性
｣
の
具
体
的
な
場
が
必
要
で
あ
る
｡
ブ
-
バ
ー
に
よ
れ

ば

｢真
の
対
話
｣
と
は
､
｢
そ
の
担
い
手
が
そ
れ
ぞ
れ
に
､
ひ
と
り
'
あ
る
い
は
複

数
の
相
手
の
現
存
在
と
存
在
相
と
を
如
実
に
志
念
し
相
手
と
自
分
の
あ
い
だ
に
生

き
た
相
互
性
が
う
ち
た
て
ら
れ
る
こ
と
を
志
向
し
つ
つ
'
相
手
に
向
か
い
あ
う
制
｣

こ
と
で
あ

っ
た
｡
そ
う
し
た
対
話
に
お
い
て
は
､
聞
き
手
と
話
し
手
は
た
が
い
の

認
識
を
こ
と
ば
で
確
認
し
合
い
な
が
ら
'
無
限
に
相
手
の
認
識
の
本
質
に
迫
ろ
う

と
す
る
｡
け
れ
ど
も
そ
れ
は
自
説
で
相
手
を
屈
服
さ
せ
る
の
で
は
な
-
'
自
ら
を

も
変
革
し
っ
つ
ま
た
相
手
を
も
そ
の
本
質
に
む
か
っ
て
変
革
し
高
め
合
う
も
の
で

あ
っ
た
｡
か
-
し
て
相
手
の

｢存
在
相
｣
を

｢
如
実
に
志
念
｣
す
る
こ
と
が
な
さ

れ
う
る
の
で
あ

っ
た
｡

キ
ュ
ン
メ
ル
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

こ
の
共
同
性
に
対
し
真
理
は
､
客
観
的
に
な
る
こ
と
を
欲
す
る
が
'
し
か
し

自
己
を
強
制
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
｡
こ
こ
に
は
､
根
本
的
に
強

制
は
な
-
､
た
だ
認
識
と
承
認
へ
の
自
由
が
存
在
す
る
故
に
'
理
解
は
'
理

論
的
要
求
を
更
に
越
え
て
倫
論
的
問
題
で
あ
ろ
-
と
す
る
こ
と
を
止
め
な
い

の
で
あ
る
｡
(
一
一
〇
ペ
)

｢対
話
｣
に
お
け
る

｢共
同
性
｣
の
-
ち
倫
理
的
問
題
す
な
わ
ち
前
述
し
た
よ

う
な

｢愛
｣
を
見
た
こ
と
は
､
ひ
と
-
わ
れ
わ
れ
の
言
語
生
活
に
対
し
て
の
み
だ
け

で
は
な
-
､
国
語
教
育
に
対
し
て
も
'
こ
と
ば
の
問
題
､
こ
と
ば
に
よ
る
認
識
の

問
題
に
深
い
示
唆
を
与
え
て
-
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

以
上
､
キ
ユ
ン
メ
ル
の

『現
代
解
釈
学
入
門
』
を
概
観
し
て
､
理
解
に
お
け
る

主
観
と
客
観
の
問
題
'
認
識
に
お
け
る
倫
理
の
問
題
､
文
化
と
教
育
の
問
題
'
こ

と
ば
の
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
て
き
た
｡
次
に
こ
れ
ら
の
問
題
と
の
か
か
わ
り
を
中

心
に
､
西
尾
理
論
を
考
察
し
て
み
た
い
｡

第
二
章

西
尾
理
論
の
展
開

r

『国
語
国
文
の
教
育
』
に
お
け
る
主
観
客
観

西
尾
理
論
で
は
､
言
語
生
活
論
の
展
開
を
契
機
に
文
学
の
構
造
観

･
機
能
観
が

変
わ
っ
た
｡
観
照
に
お
い
て
個
人
の
意
識
内
に
形
象
を
客
観
的
に
成
立
さ
せ
る
こ

と
か
ら
､
鑑
賞
に
お
け
る
読
書
主
体
の
問
題
意
識
喚
起
の
機
能
を
重
視
し
'
ま
た

創
作
を
そ
の
主
体

(作
家
)
と
認
識
の
容
体
と
い
-
二
項
の
深
い
契
合
と
し
て
捉

え
､
こ
れ
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
我
と
汝
の
関
係
EE
式
に
重
ね
合
わ

せ
る
通
路
を
開
い
た
こ
と
へ
変
化
し
た
の
で
あ
る
｡
い
ま
'
こ
の
変
化
を
､
西
尾

氏
の
記
述
に
即
し
て
整
理
し
'
主
観
-
客
観
の
図
式
が
主
体
-
客
体
の
図
式

へ
と

変
わ
っ
た
過
程
を
と
ら
え
､
そ
の
意
味
づ
け
を
試
み
て
み
た
い

｡

さ
て
'
『国
語
国
文
の
教
育
』
の
史
的
価
値
は
､
行
的
認
識
に
基
づ
-
形
象
理
論

と
い
-
､
国
文
学
研
究
の
独
自
な
方
法
を
提
唱
し
た
こ
と
に
あ
る
｡
そ
の
史
的
価

値
は
決
し
て
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
行
的
認
識
に
基
づ
-
形
象
理
論
が
か

か
え
持

っ
て
い
た
没
我
性
は
'
理
論
の
限
界
と
し
て
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ

ら
-
｡
い
ま
､
こ
の
こ
と
を
主
観
-
客
観
の
問
題
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
考
察
し
た

い
.
仙

と
こ
ろ
で
､
形
象
と
は
'
垣
内
松
三
氏
が
｢
言
語
と
精
神
と
の
相
関
関
係
を
『力
』

と
認
め
'
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
に
､
其
の

『動
力
的
統

一
の
構
造
』
を
形
象
と

名
づ
け
㈲
｣
た
よ
う
に
'
言
語
と
精
神
､
形
式
と
内
容
､
イ
デ
ア
と
現
象
と
の
統

一
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
垣
内
氏
は
､
『国
語
の
力
』
で
､
全
文
法
と
い
う
形
で
'

形
象
の
直
観
を
読
み
方
の
問
題
と
し
て
提
起
し
た
｡
垣
内
氏
は

｢
文
意
の
真
相
を

観
る
に
は
'
文
字
に
累
は
さ
る
る
こ
と
な
-
'
直
下
に
作
者
の
想
形
を
視
な
け
れ
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ば
な
ら
ぬ
㈲
｣
と
し
て
､
｢
文
の
真
相
｣
｢作
者
の
想
形
｣
を
直
観
す
る
こ
と
を
起

点
に
'
形
象
の
構
造
に
即
し
て
自
証
し
､
証
自
証
し
て
反
省
的
に
検
証
し
ょ
う
と

し
た
の
で
あ
る
｡

西
尾
氏
の
形
象
理
論
は
垣
内
理
論
を
ふ
ま
え
な
が
ら
'
読
み
の
体
系
を
､
素
読

-
解
釈

(主
題

･
構
想

･
叙
述
)
-
批
判
と
L
t
読
み
を
垣
内
理
論
よ
り
も
分
り

や
す
い
自
覚
作
用
体
系
に
ま
と

め
て
い
る
｡

粛
ヨ

慧
u画

観
は
'
ま
ず
何
よ
り
も
文
体

･
句
読
の
ご
と
乱
射
倒

矧
矧
憩
矧
側
面
を
基
調
と
し
蜜

,
構
想
を
発
見
し
,

l
語

1

4-_

句
か
ら
文
法

･
用
字
の
微
に
至
る
ま
で
味
読
す
る
に
至
っ
て
､
初
め
て
真
に

LL'I

主
題
が
確
定
せ
ら
れ
'
そ
こ
に
金
形
象
が
直
観
せ
ら
れ
る
｡
ゆ
え
に
解
釈
の

6._.___.._】

作
用
は
､
直
観
の
反
省
的
展
開
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
客
観
的
判
断

7_

【■Vー

梱
矧
で
あ
る
と
共
に
'
ま
た

一
つ
の
自
覚
作
用
で
あ
る
こ
と
､
あ
た
か
も
制

作
家
が
意
識
深
-
成
立
し
っ
つ
あ
る
漠
然
と
し
た
全
体
的
な
あ
る
も
の
に
客

観
性
を
賦
し
､
同
時
に
か
-
す
る
こ
と
に
お
い
て
こ
れ
を
自
覚
の
域
に
高
め

引
自
覚
作
用
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
.
(
l
I
六
九
-
七
〇
ペ
)S

こ
こ
に
は
西
尾
氏
の
形
象
理
論
の
特
色
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
｡

㈹

制
作
と
解
釈
は
形
象
を
成
立
さ
せ
る
自
覚
作
用
と
い
う
点
で
同

一
で
あ

る
｡
制
作
が
構
成
作
用
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
｢解
釈
は
単
な
る
結
果
の
受
容
捕
捉
で

は
な
く

過
程
そ
の
も
の
を
含
ん
だ
再
構
成
作
用
で
｣あ
っ
た
｡
(傍
線
1
以
下
と
8
)

川

西
尾
氏
の
い
う
形
象
と
は

｢心
理
的
に
い
え
ば
情
趣
的
印
象

･
漠
然
た
る

全

体観
念
が
､
自
律
的
内
面
的
に
発
展
し
て
自
覚
的
統

一
体
を
形
造
る
作
用
体
系
｣

で
あ
り
､
｢形
象
と
し
て
展
開
せ
ら
る
べ
き
種
子
｣
で
あ
る

｢主
題
｣
も

｢感
情
的

側
面
が
著
し
い
｣
も
の
で
あ
っ
た
｡
西
尾
氏
の
形
象
理
論
に
あ

っ
て
は
､
制
作
に

お
い
て
も
解
釈
に
お
い
て
も
'
こ
の

｢漠
然
た
る
｣
印
象
や
情
趣
を
行
的
認
識
に

よ
っ
て
た
し
か
な
も
の
に
す
る
点
に
特
質
が
あ
る
｡
(傍
線
2
'
8
)

㈹

｢行
的
反
復
｣
で
あ
る

｢素
読
｣
に
'
解
釈
-
批
評
の
基
礎
的
位
置
づ
け

が
な
さ
れ
'
そ
こ
で

｢仮
定
｣
さ
れ
た
主
題
は
､
構
想
1
叙
述
を
経
て
確
定
さ
れ

る
｡
(傍
線
I
t
3
､
4
㌧
5
)

3
:

読
み
の
体
系
と
し
て
の
批
評
は
'
確
か
な
解
釈
を
経
て

｢作
品
そ
の
も
の

を
作
者
生
命
の
深
処
に
お
い
て
体
得
｣
し
た
あ
と
に
な
さ
れ
る
価
値
判
断
で
あ

っ

た
｡
(傍
線
6
㌧
7
)

西
尾
氏
の
業
績
は
'
田
近
狗

一
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に

｢
実
践
的
で
全
人
的
な

認
識
の
あ
り
方
と
し
て
の
行
的
方
法
を
提
唱
す
る
と
と
も
に
､
文
学
形
象
を
成
り

立
た
せ
て
い
る
主
題

･
構
想

･
叙
述
と
読
み
の
作
用
と
の
関
係
を
明
確
化
し
'
行

的
認
識
の
方
法
的
課
程
を
確
立
し
た
と
こ
ろ
に
㈱
｣
あ
っ
た
｡
西
尾
氏
は
か
く
て
'

明
治
期
以
来
の
｢語
学
的
立
場
｣
と
大
正
期
の
｢
鑑
賞
的
立
場
｣
を
止
揚
し
た

｢
文

芸
主
義
国
語
教
育
｣
を
確
立
し
た
｡

し
か
し
､
西
尾
氏
は

｢
鑑
賞
的
立
場
｣
に
み
ら
れ
る
主
観
の
悪
意
性
を
排
除
し

た
あ
ま
り
､
客
観
性
の
つ
よ
い
観
照
的
立
場
に
陥
り
'
今
日
の
国
語
教
育
論
か
ら

み
て
限
界
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
｡

第

一
に
､
前
述
し
た
よ
う
に
'
制
作
に
お
い
て
も
鑑
賞
に
お
い
て
も
'
文
学
作

品
は
､
個
人
の
意
識
内
に
お
け
る

｢心
理
的
｣
な
も
の
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
て

い
な
い
｡
し
か
も
'
｢情
緒
の
真
の
表
現
｣
は
｢我
を
忘
れ
主
観
を
没
し
て
対
象
に

同
化
す
る
悦
惚
状
態
に
お
い
て
｣
な
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
こ
の
主
客
未
分
の

状
態
に
お
い
て
は
､
作
者
や
読
者
と
彼
等
を
と
り
ま
-
現
状
と
の
実
存
的
主
体
的

か
か
わ
り
は
没
却
さ
れ
る
｡

第
二
に
'
理
論
の
基
底
に
主
客
合

一
の
東
洋
的
思
考
法
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡

前
述
の

｢行
的
認
識
｣
は

｢我
執
を
去
り
己
を
空
し
-
し
た
純

一
な
道
念
と
し
て

の
全
心
身
の
集
中
｣
を
め
ざ
す
禅
的
精
神
を
基
調
と
す
る
没
我
的
認
識
方
法
で

あ
っ
た
｡
ま
た
､
『文
芸
作
品
研
究
序
説
』
で
は
創
作
の
例
と
し
て
｢句
作
に
'
な

る
と
す
る
と
あ
り
｡
内
を
つ
ね
に
勤
め
て
物
に
応
ず
れ
ば
'
そ
の
心
の
い
ろ
句
と

な
る
｡
内
を
つ
ね
に
勤
め
ざ
る
も
の
は
､
な
ら
ざ
る
故
に
'
私
意
を
か
け
て
す
る

也
O
｣
と
い
-

『三
筋
子
』
の
1
節
を
あ
げ
物
我
の
相
応
相
即
に
芸
術
的
体
験
を
み

て
い
る
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
読
み
の
体
系
の
批
評
に
お
い
て
も
作
者
の
主
観
的
感
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動
と
読
者
の
客
観
的
作
品
把
握
に
お
け
る

｢主
観
客
観
の
雲
合
境
を
体
験
し
自
覚

す
る
｣
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
た
｡

田
近
氏
は

『国
語
国
文
の
教
育
』
の
限
界
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
｡

対
象
が
自
己
を
内
化
し
､
対
象
を
内
化
し
た
自
己
を
'
更
に
知
的
な
自
己
が

読
む
と
い
っ
た
過
程
が
本
来
的
に
持

っ
て
い
る
は
ず
の
､
激
し
い
弁
証
法
的

葛
藤
を
'
私
は
西
尾
先
生
の
中
に
兄
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
-
に
思
-

の
で
あ
る
｡
弁
証
法
的
過
程
の
中
で
'
激
し
-
他
者
と
か
か
わ
る
主
体
の
問

題
に
は
'
先
生
の
関
心
は
向
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
㈱

田
近
氏
が
指
摘
す
る
如
-

『国
語
国
文
の
教
育
』
は
生
の
哲
学
に
基
づ
-
解
釈

学
以
上
に
出
ず
､
読
者
主
体
が
表
現
を
媒
介
に
し
て
創
作
主
体
な
い
し
は
状
況
と

か
か
わ
り
な
が
ら
変
容
し
て
い
-
読
み
は
見
ら
れ
ず
､
キ
ユ
ン
メ
ル
の
相
互
的
同

化
に
よ
る
突
破
と
い
う
視
点
は
ま
だ
こ
こ
に
は
な
か
っ
た
｡

ま
た
､
和
辻
哲
郎
氏
は
'
人
間
存
在
を
間
柄
的
な
存
在
と
規
定
し
た
-
え
で
次

の
よ
う
な
関
係
把
握
を
し
て
い
る
が
'
示
唆
に
富
ん
で
い
る
｡

人
間
は
行
為
の
主
体
で
あ
っ
て
単
な
る
観
照
の
主
体
即
ち
主
観
で
あ
る
の
み

で
は
な
い
｡
ま
た
単
な
る
観
照
の
容
体
即
ち
客
観
と
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
0

然
ら
ば
こ
こ
に
主
観
客
観
の
対
立
関
係
を
用
ゐ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
｡
我
々
は

人
間
を
実
践
的
主
体
と
し
て
把
捉
し
な
-
て
は
な
ら
ぬ
｡
㈹

和
辻
氏
に
と
っ
て
人
間
と
は
間
柄
に
お
い
て
主
体
と
し
て
連
関
し
合
-
存
在
で

あ
っ
て
'
我
と
汝
と
は
相
互
主
観
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
'
そ
の
意
味

で

｢客
観
は
主
観
的
で
あ
り
｣
｢主
観
が
客
観
的
で
あ
｣
っ
た
｡
和
辻
氏
に
と
っ
て

は
､
｢も
の
｣
と
人
間
の
間
も
根
櫨
で

｢志
向
性
｣
を
も
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
と
き

同
じ
よ
う
な
関
係
で
捉
え
ら
れ
た
｡
『国
語
国
文
の
教
育
』
で
は
'
創
作
に
お
い
て

も
､
読
み
の
体
系
に
お
い
て
も
こ
う
し
た

｢実
践
的
｣
か
か
わ
り
と
し
て
の
人
間

は
把
握
さ
れ
て
は
い
な
い
｡

西
尾
氏
は
以
上
に
述
べ
た
形
象
理
論
の
限
界
を
戦
後
展
開
さ
れ
た

｢問
題
意
識

喚
起
の
文
学
教
育
論
｣
で
自
己
克
服
を
試
み
'
社
会
的
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
読

者
の
主
体
を
重
視
す
る
こ
と
に
な
る
｡

た
だ
､
こ
こ
で
行
的
認
識
に
基
づ
-
形
象
理
論
と
表
裏
を
な
し
て
展
開
し
た
綴

方
教
育
論
で
自
己
克
服
の
契
機
と
な
る
も
の
が
萌
芽
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

西
尾
氏
は
'
自
ら
の
綴
方
教
育
の
体
験
と
'
昭
和
初
年
'
長
野
県
下
の
綴
方
研

究
の
実
践
指
導
に
お
い
て
､
児
童
が
自
己
の
真
実
を
よ
り
客
観
的
に
表
現
す
る
指

導
法
の
開
発
と
'
児
童
の
表
現
力
の
発
達
状
況
を
よ
り
科
学
的
に
把
握
す
る
必
要

か
ら
'
モ
ウ
ル
-
ン
の

『文
学
の
近
代
的
研
究
』
に
示
唆
を
得
て
'
そ
の
文
学
形

態
の
分
類
方
法
を
表
現
形
態
の
分
類
法
に
適
用
し
た
｡

西
尾
氏
は
､
表
現
作
用
が
､
｢思
う
働
き
｣
す
な
わ
ち
｢主
体
的
認
識
｣
と
､
｢見

る
働
き
｣
す
な
わ
ち

｢客
体
的
認
識
｣
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と

し
て
'
こ
れ
を
､
表
出
I
表
現
の

｢思
う
働
き
｣
の
南
北
軸
と
､
記
述
-
描
出
の

｢見
る
働
き
｣
の
東
西
軸
の
交
錯
す
る
図
式
に
描
き
出
し
た
｡
こ
の
図
式
が
後
に

文
学
創
作
に
お
け
る
主
体
と
客
体
と
の
関
係
'
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る

我
と
汝
と
の
関
係
把
握
に
発
展
す
る
萌
芽
と
な
る
の
で
あ
る
｡

31

日
己
克
服
の
過
程

昭
和
二
十
八
年
､
日
本
文
学
協
会
に
お
け
る
荒
木
紫
氏
の
実
践
報
告
を
契
機
と

し
て
問
題
意
識
喚
起
の
文
学
教
育
論
争
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
｡
こ
の
論
争
は
読
み

手
の
芸
術
的
感
動
体
験
を
重
視
し
'
ま
た
文
学
の
も
つ
読
み
手
へ
の
現
実
認
識
喚

起
の
機
能
に
即
し
た
学
習
指
導
過
程
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
実
践
性
に
お
い
て
'

戦
後
の
文
学
教
育
史
の
中
で
画
期
的
な
意
味
を
も
つ
｡
西
尾
氏
は
こ
の
論
争
の
命

名
者
と
し
て
か
か
わ
り
な
が
ら
'
自
ら
の
国
語
教
育
観
が
変
容
さ
れ
て
い
っ
た
過

程
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
｡

読
者
の
鑑
賞
は
個
性
的
な
も
の
で
､
作
者
の
創
作
の
追
体
験
で
あ
る
と
い
-

よ
り
も
､
読
者
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
と
想
像
力
に
よ
る

一
種
の
創
作
活
動
で
あ
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る
と
解
き
な
-
て
は
な
ら
な
い
例
の
多
-
に
接
す
る
に
し
た
が
っ
て
､
解
釈

に
お
け
る
各
読
者
の
創
造
性
を
認
め
な
-
て
は
な
ら
な
-
な
っ
て
き
た
か
ら

で
あ
る
｡
そ
う
な
る
と
､
作
品
の
解
釈
に
お
け
る
主
題

･
構
想

･
叙
述
は
読

者
め
い
め
い
の
主
題

･
構
想

･
叙
述
の
発
見
で
な
-
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に

な
-
､
国
語
教
育
に
お
け
る
学
習
指
導
の
方
法
も
百
八
十
度
の
転
回
を
示
さ

な
-
て
ほ
な
ら
な
-
な
っ
て
き
て
い
る
の
が
現
在
で
あ
る
｡
(五
1
二
五
八

xR
四

西
尾
氏
は
'
従
前
の
文
学
教
育
を
文
学
研
究
教
育
で
あ

っ
た
と
自
省
L
t
客
観

性
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
あ
ま
り

｢
形
象
的
思
考
を
概
念
的
思
考
と
し
て
抽
象
す

る
と
ら
え
方
｣
に
な
っ
て
い
た
学
習
指
導
方
法
か
ら
､
読
み
手
の
生
活
問
題
意
識

を
喚
起
さ
せ
る
'
｢
鑑
賞
の
復
活
｣
の
方
法

へ
と
転
換
し
た
｡
こ
こ
に
は
､
従
前
の

方
法
に
あ

っ
た
読
者
の
没
我
的
観
照
が
克
服
さ
れ
､
読
者
の
｢個
性
｣
｢
経
験
｣
｢
想

像
力
｣
の
尊
重
が
前
面
に
出
さ
れ
て
い
る
｡

し
か
し
'
こ
こ
に
も
い
-
つ
か
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
よ
う
｡
第

一
に
は
､
読
み

手
の
生
活
問
題
意
識
の
喚
起
が
提
唱
さ
れ
な
が
ら
読
み
手
主
体
が
彼
を
と
-
ま
-

現
状
か
ら
何
を
認
識
し
'
状
況
と
ど
う
か
か
わ
り
な
が
ら
自
ら
を
変
容
さ
せ
て
い

-
か
と
い
う
指
導
の
掘
り
下
げ
が
み
ら
れ
な
い
｡
そ
れ
は
荒
木
氏
ら
が
や
や
も
す

れ
ば
社
会
問
題
意
識
喚
起
の
方
向
に
走
り
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
一
つ
の
抑
制

で
あ
っ
た
に
し
て
も
｡
ま
た
､
読
者
の
｢
経
験
｣
｢
想
像
力
｣
と
い
っ
た
読
者
の
受

容
作
用
に
か
か
わ
る
視
点
が
用
意
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
文
学
を
虚
構

と
し
て
解
明
す
る
視
点
は
な
-
'
依
然
と
し
て
､
文
章
の
意
味
構
造
も
主
題
-
構

想
-
叙
述
と
い
う
形
象
理
論
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
た
｡

西
尾
理
論
の
進
展
は
'
け
れ
ど
も
へ
そ
う
し
た
限
界
内
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
､

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
に
お
い
て
独
自
の
深
ま
り
を
示
し
て
い
っ
た
点
で
注

目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
い
ま
､
こ
の
こ
と
を

｢主
体
的
真
実
｣
と
い
う
用
語
に

注
目
し
て
論
じ
て
い
き
た
い
｡

｢主
体
的
真
実
｣
は
'
昭
和
三
十
年
代
後
半
以
降

｢主
題
｣
に
か
わ
っ
て
多
用

さ
れ
た
西
尾
理
論
独
自
の
用
語
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
｢
作
者
の
主
体
的
思
考
と
題
材

の
客
体
的
認
識
と
の
結
合
点
｣
の
謂
で
､
｢
題
材
と
し
て
の
主
題
｣
の
中
に
蔵
せ
ら

れ
な
が
ら
主
題
を
展
開
さ
せ
る
原
動
力
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
前
述
の
よ
う
に
､

『国
語
国
文
の
教
育
』
で
の

｢主
題
｣
は
､
｢
文
学
は
情
緒
表
現
の
芸
術
で
あ
る
｣

と
定
義
す
る
ハ
ー
ン
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
'
個
人
的
心
理
的
側
面
か
ら
感
情
的

側
面
の
著
し
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
｡
こ
れ
に
対
し
､
｢主
体
的
真
実
｣

は
'
創
作
主
体
と
対
象

･
い
わ
ば
認
識
す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
の
二
項
の
深
い

契
合
と
し
て
捉
え
ら
れ
'
対
象
認
識
に
お
け
る
根
源
把
握
が
必
然
的
に
生
み
出
す

創
造
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
お
け
る
我
と
汝
の
問
題
'
話
し
手
の
発
話
動
機
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
も
通
じ
る
｡

西
尾
理
論
に
お
い
て

｢主
題
｣
か
ら

｢主
体
的
真
実
｣

へ
の
変
更
は
単
な
る
名
秤

上
の
問
題
で
は
な
く

理
論
全
体
の
進
展
を

一
語
に
凝
縮
し
明
確
化
し
た
鍵
概
念

の
形
成
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
｡

さ
て
'
｢主
体
的
真
実
｣
の
形
成
過
程
を
概
観
し
て
み
よ
う
｡

①

｢主
体
的
真
実
｣
は
､
前
述
の
よ
う
に
綴
方
教
育
に
お
い
て
､
思
惟
と
観
察

の
二
軸
の
交
わ
り
か
ら
児
童
の
表
現
形
態
を
考
察
し
た
こ
と
に
肱
胎
す
る
｡

②

昭
和
二
十
七
年
の

『書
-
こ
と
の
教
育
』
に
お
い
て
'
言
語
生
活
の
立
場
に

お
け
る
表
現
を
論
じ
､
綴
方
が
個
人
的
主
観
的
真
実
の
表
現
で
あ
っ
た
の
に
対

し
､
社
会
的
客
観
的
真
実
の
表
現
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
'
書
き
手
(戟
)

は
具
体
的
な
読
み
手

(汝
)
を
想
定
し
て
論
理
的
に
明
確
に
論
述
す
べ
き
こ
と

を
提
唱
し
た
｡
そ
の
た
め
に
は
､
我
は
我
を
何
重
に
も
否
定
す
る
こ
と
が
必
要

だ
と
し
た
｡

③

｢主
体
的
真
実
｣
の
主
体
は
､
鑑
賞
の
復
活
に
お
け
る
鑑
賞
主
体
の
重
視
な

ど
か
ら
､
ま
た
真
実
は
､
綴
方
教
育
お
よ
び
書
-
こ
と
の
教
育
に
お
け
る
自
己

真
実
の
表
現
な
ど
に
依
り
'
そ
れ
が
結
合
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡

④

昭
和
三
十
年
に
入
っ
て
用
語
意
識
が
整
え
ら
れ
､
小
林
秀
雄
氏
の
小
品

｢
雪

舟
｣
を
読
ん
で
確
定
し
た
経
緯
が
､
昭
和
三
十
七
年
の

｢
作
品
の
主
題
と
は
何

-(40)-
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か
｣
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

小
林
氏
に
よ
れ
ば
'
雪
舟
の
山
水
画
に
描
か
れ
た
岩
や
地
殻
は
あ
た
か
も
'

形
を
透
か
し
､
質
量
に
到
ろ
う
と
動
い
て
い
る
よ
う
で
あ
り
'
雪
舟
は
､
こ
の

自
然
の
骨
組
み
と
も
い
え
る
も
の
を
'
精
神
と
事
物
と
の
間
の
唆
味
な

一
切
を

黙
殺
し
去
ろ
う
と
い
う
思
想
を
も

っ
て
つ
か
み
と
っ
て
い
る
と
す
る
｡
小
林
氏

は
､
雪
舟
が
自
然
の
構
造
に
対
し
て
示
し
た
洞
察
の
あ
り
様
に
感
動
し
た
の
で

あ
り
'
西
尾
氏
が
目
を
開
か
れ
た
の
も
､
精
神
と
事
物
と
の
一
体
と
な
っ
た
も

の
が
､
作
品
生
命
と
し
て
生
き
て
動
い
て
い
-
創
作
の
プ
ロ
セ
ス
'
形
象
化
の

構
造
で
あ

っ
た
｡

昭
和
四
十
年
､
加
藤
周

一
氏
の
加
え
た
批
判
が

｢主
体
的
真
実
｣
の
規
定
を

よ
り
明
確
に
さ
せ
た
｡
加
藤
氏
の
批
判
し
た
論
考
は
､
西
尾

･
時
枝
論
争
を
西

尾
氏
の
側
か
ら
整
理
し
た

｢言
語
と
文
学
に
つ
い
て
｣
で
あ
る
｡
加
藤
氏
は
'

西
尾
氏
が
文
学
を
日
常
言
語
と
は
違

っ
た
特
殊
領
域
と
し
て
扱
-
こ
と
に
'
加

藤
氏
独
自
の
文
学
観
か
ら
次
の
よ
-
な
疑
問
を
呈
し
た
｡

㈹

西
尾
氏
が

｢文
学
作
品
が
､
日
常
の
言
語
に
お
け
る
通
じ
合
い
よ
-
も
t

よ
り
深
い
主
体
的
真
実
で
あ
る
｣
と
す
る

｢深
い
主
体
的
真
実
｣
と
は
何
か
｡

ま
た
西
尾
氏
が
芸
術
経
験
で
あ
る
と
す
る
物
我
融
合
境
は
芸
術
的
経
験
で
は

な
-
､
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
｢主
体
的
真
実
｣
も
､
｢主
体
が
真
実
と
考
え
て

い
る
も
の
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
､
｢主
体
に
つ
い
て
の
真
実
｣
と
い
う

こ
と
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
｡

印
｢文
学
的
表
現
は
､
作
者
の
主
体
的
真
実
の
独
自
性
を
主
軸
と
し
て
形
成

さ
れ
る
｣
と
す
る
が
､
｢
独
白
｣
と
は
あ
た
り
ま
え
に
考
え
て
相
手
の
い
な
い

表
現
で
'
文
学
と
は
認
め
が
た
い
｡

㈹

文
学
用
語
は
､
具
体
的
特
殊
性
を
表
現
し
､
作
者
の
世
界
の
全
体
に
対
す

る
態
度
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
で
､
日
常
用
語
と
必
ず
し
も
区
別
さ
れ

な
い
の
で
は
な
い
か
｡

こ
れ
に
対
し
西
尾
氏
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
｡

S

芸
術
的
経
験
は

『三
冊
子
』
の
l
節

｢内
を
つ
ね
に
勤
め
て
応
ず
れ
ば
､

そ
の
心
の
色
､
句
と
な
る
｣
に
み
ら
れ
る
よ
-
な
､
相
即
と
い
-
宗
教
的
経

験
を
経
た
相
応
の
関
係
で
あ

っ
て
､
｢物
を
純
粋
に
生
か
せ
ば
生
か
す
ほ
ど
'

我
が
深
-
生
か
さ
れ
て
い
る
｣
状
態
で
あ
る
｡
｢主
体
的
真
実
｣
と
は
そ
の
よ

う
に
｢主
体
に
な
っ
た
真
実
､
真
実
化
し
た
主
体
で
あ
｣
り
､
ま
た
､
｢詩
人

の
主
体
が
深
-
と
ら
え
た
そ
の
感
動
は
'
対
象
の
真
実
そ
の
も
の
で
あ
｣
っ

た
｡

S
｢
独
白
｣
は
言
語
生
活
論
の
形
態
を
示
す
用
語
で
､
｢
文
学
作
品
に
お
い
て

は
､
作
者
が
相
手
や
読
者
と
の
通
じ
合
い
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
､
主
体
的

真
実
に
集
中
す
る
あ
ま
り
､
相
手
を
忘
れ
､
そ
こ
に
展
開
し
来
る
表
現
が
独

白
的
傾
向
を
と
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
､アこ

た
た
め
で
も
あ
り
'
主

体
的
真
実
に
深
-
集
中
し
て
い
る
表
現
で
あ
る
｡

㈹

文
学
用
語
は
形
象
的
機
能
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
持
ち
､
日
常
用
語
と

は
区
別
さ
れ
る
｡

両
者
の
応
答
を
み
る
限
り
､
互
い
の
理
論
的
根
拠
や
体
系

へ
の
理
解
が
な

-
､
論
争
に
ま
で
発
展
せ
ず
に
終
わ
っ
た
｡
た
だ
､
こ
の
応
答
で
､
西
尾
氏

の
立
論
の
根
底
に
'
主
客
合

一
の
東
洋
的
思
考
が
渡
-
流
れ
て
い
る
こ
と
が

あ
ら
た
め
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
､
我
と
汝
の
間
の
契
合
が
深
部
か
ら
捉
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

た
と
え
ば
､
『三
冊
子
』
の
一
節
に
関
す
る
芸
術
的
体
験
の
把
握
の
し
か
た

は
､
文
学
作
品
の
成
立
に
関
す
る
ブ
-
バ
ー
の
考
え
に
相
通
し
て
い
る
.

芸
術
の
永
遠
に
変
り
な
い
起
源
は
'
あ
る
形
姿

(G
esta
-t)
が
ひ
と
り
の

人
間
に
向
か
い
よ
り
彼
を
と
お
し
て
作
品
と
な
る
の

を
欲
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
｡
そ
の
形
姿
は
彼
の
魂
の
所
産
で
は
な
-
'彼
の
魂
に
歩
み
よ
っ

て
'
そ
の
作
用
力
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
現
象
で
あ
る
｡
㈹

ブ
I
バ
ー
に
と
っ
て
こ
う
し
た
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る

のは
'
｢人
間
存

在
の
ひ
と

つ
の
本
質
的
行
為
｣
す
な
わ
ち
自
己
を
開
示
し
て
｢生
身
の
存
在
｣

(41)
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で
あ
る
汝
と

｢専

一
的
な
関
係
に
は
い
る
｣
こ
と
で
あ
っ
た
｡

他
者
を
外
的
存
在
と
し
て
客
観
化
し
分
析
し
て
概
念
的
に
理
解
す
る
の
で

は
な
く

精
神
的
実
在
と
し
て
の
汝
と
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
お
い
て
作
品

構
造
と
真
実
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
成
立
す
る
｡

⑥

西
尾
氏
の
究
極
の
目
的
は
､
こ
と
ば
の
生
活
を
文
化
に
高
め
る
こ
と
､
日
常

の
対
話
を
主
体
的
真
実
と
し
て
の
文
学
に
ま
で
高
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡

西
尾
氏
は
昭
和
四
十
七
年
の
『
こ
と
ば
の
文
化
を
さ
ぐ
る
』
で
'
文
学
は
｢汝
｣

に
対
す
る

｢我
｣
の
真
実
の
独
自
で
あ
り
'
二
項
式
独
語
で
あ
っ
て
､
そ
の
可

能
性
は
万
人
の
こ
と
ば
の
生
活
に
潜
ん
で
い
る
と
し
て
次
の
よ
-
に
述
べ
る
｡

読
者
ま
た
は
筆
者
､
あ
る
い
は
聴
者
ま
た
は
読
者
と
が
､
単
に
私
と
他
者
と

の
関
係
で
は
な
-
､
か
つ
て
西
田
幾
多
郎
先
生
が
､
｢
私
｣
は

｢汝
｣
を
否
定

す
る
立
場
で
成
立
す
る
と
い
わ
れ
た
よ
う
な
､
対
立
的
な
相
手
が
'
話
者
ま

た
は
筆
者
た
る

｢
私
｣
の
真
情
を
独
白
さ
せ
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に
表
現
の

真
実
が
決
定
さ
れ
､
表
現
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
形
成
さ
れ
る
｡
(五
-

一
七
〇

-

一
七

一
ペ
)

白

｢愛
語
｣
論

西
尾
氏
は
晩
年
'
文
学
の
概
念
を
拡
げ
て
思
想

･
哲
学

･
宗
教
と
い
っ
た
論
理

的
整
斉
美
を
備
え
た
も
の
を
含
め
る
べ
き
だ
と
し
て
'
そ
の
典
型
に
『正
法
眼
蔵
』

の

｢四
摂
法
｣
を
あ
げ
て
考
察
し
た
｡
｢四
摂
法
｣
と
は
'
仏
道
修
行
者
が
実
行
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
四
つ
の
課
題
､
布
施

･
愛
語

･
利
行

･
同
事
を
示
し
､
こ
の

-
ち
の

｢愛
語
｣
に
つ
い
て
は
､
大
正
三
年
二
十
六
歳
で

『信
濃
教
育
』
第
334
号

に
発
表
し
て
以
来
六
つ
の
論
考
を
発
表
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
最
晩
年
の

『
こ
と

ば
の
文
化
を
さ
ぐ
る
』
に
お
け
る

｢四
摂
法
｣
の
考
察
は
'
大
学
紛
争
以
後
の
心

の
荒
廃
､
こ
と
ば
の
断
絶
を
背
景
に
し
て
'
あ
る
べ
き
こ
と
ば
の
生
活
に
つ
い
て

痛
切
な
願
い
を
託
し
た
文
章
で
あ
る
｡

さ
て
'
｢四
摂
法
｣
の
愛
語
と
は
､
衆
生

へ
の
慈
愛
･顧
愛
の
言
語
で
あ
り
'
西

尾
氏
は
､
こ
の
慈
愛
を
主
体
的
真
実
だ
と
L
t
布
施
の
動
機
で
あ
る
と
位
置
づ
け

る
｡
愛
語
は
'
人
間
の
心
を
聞
か
せ
励
ま
し
て
社
会
を
前
進
さ
せ
る
回
天
の
力
を

持
つ
も
の
で
あ
っ
た
｡
布
施
と
は
惜
し
み
な
-
与
え
る
こ
と
で
あ
り
､
根
底
に
あ

る
慈
愛
を
'
こ
と
ば
と
実
践
の
創
造
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
化
し
て
展
開
さ
せ
る
自
分

の
持
て
る
も
の
を
他
者
の
た
め
に
出
し
つ
-
す
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
を
も
た
す

け
､
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
も
高
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
利
行
と
は
､

相
手
の
た
め
に
な
る
よ
う
な
行
動
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
慈
悲
心
の
具
体
的
な
あ

ら
わ
れ
で
あ
る
｡
西
尾
氏
は
利
行
を
､
相
手
の
運
命
に
幸
福
を
も
た
ら
し
､
社
会

的
な
利
益
を
招
-
点
で
'
こ
の
人
間
社
会
の
相
互
扶
助
を
も
た
ら
す
原
動
力
に
な

る
と
と
ら
え
る
｡
同
事
は
自
他

一
如
の
境
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
｡
自
分
が
自
分
に

な
り
き
り
､
ま
た
他
者
に
な
り
き
っ
て
'
相
対
的
立
場
を
去
り
､
絶
対
的
な
同

一

の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
立
場
が
愛
語
の
具
現
た
る
布
施
や
利
行
を
可

能
に
さ
せ
る
｡

西
尾
氏
は
'
布
施
-
愛
語
-
利
行
-
同
事
と
の
四
摂
法
を
読
ん
だ
よ
き
､
道
元

は
円
満
で
ま
こ
と
に
行
き
届
い
た
共
同
社
会
の
実
現
を
願
い
望
ん
で
い
た
と
し
か

考
え
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
述
べ
'
四
摂
法
が
こ
と
ば
の
文
化
を
み
ご
と
に
築

い
て
い
る
思
想
書
で
あ
る
と
価
値
づ
け
る
｡
西
尾
氏
は
'
国
語
教
師
の
つ
と
め
と

し
て

｢
人
間
の
魂
の
光
が
こ
と
ば
と
実
践
に
託
さ
れ
て
い
る
道
元
の
説
示
に
学
ば

な
-
て
は
な
ら
な
い
｣
と
し
､
こ
と
ば
の
文
化
の
学
習
は

｢
こ
と
ば
に
関
す
る
知

識
や
技
術
の
習
得
だ
け
で
な
-
､
そ
の
根
底
に
人
間
的
構
造
が
創
造
さ
れ
て
い
な

-
て
は
な
ら
な
い
｣
と
し
て
'
｢我
｣
と

｢汝
｣
と
の
倫
理
-
愛
が
確
立
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
説
く
｡

ブ
I
バ
ー
は
､
我
と
汝
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
愛
に
つ
い
て
､
双
方
を

｢交

わ
る

が
わ

る
生
き
た
現
実
｣
と
な
っ
て
｢
か
げ
が
え
の
な
い
唯

一
の
実
在
と
し
て
｣

向
か
い
あ
わ
せ
､
｢働
き
か
け
､
助
力
し
､
癒
し
'
は
ぐ
-
み
､
た
か
め
､
救
｣
い

合
わ
せ
る

｢責
任
｣
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
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人
間
の
真
の
共
同
社
会
は
､
そ
う
し
た

｢我
｣
と

｢
汝
｣
が
愛
で
結
ば
れ
'
双

方
の

｢責
任
｣
を
果
た
し
合
う
な
か
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

第
三
章

西
尾
理
論
の
史
的
位
置
づ
け

目

新
し
い
言
語
解
釈
学
の
可
能
性

以
上
､
キ
ユ
ン
メ
ル
の

『現
代
解
釈
学
入
門
』
と
西
尾
理
論
と
を
論
じ
て
き
た

が
､
こ
れ
ら
の
関
連
を
考
察
す
る
と
き
､
問
題
は
二
つ
に
整
理
さ
れ
よ
う
｡
第

一

に
'
キ
ュ
ン
メ
ル
の
哲
学
的
解
釈
学
の
照
明
を
通
し
て
'
西
尾
理
論
が
古
い
言
語

解
釈
学
を
克
服
し
､
国
語
教
育
に
新
し
い
地
平
を
開
-
可
能
性
を
持

っ
て
い
た
こ

と
が
あ
ら
た
め
て
明
確
に
さ
れ
る
こ
と
｡
第
二
に
は
､
双
方
と
も
言
語
文
化

へ
の

志
向
を
強
-
持

っ
て
い
た
こ
と
｡
つ
ま
り
､
我
と
汝
､
人
間
と
現
実
の
問
の
開
示

し
合
う
真
の
相
互
理
解
に
つ
い
て
根
源
か
ら
問
い
､
ま
た
'
そ
れ
に
よ
っ
て
倫
理

-
愛
を
媒
介
に
し
た
真
の
共
同
社
会
の
成
立
を
志
向
し
た
こ
と
で
あ
る
｡
こ
こ
で

は
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
｡

西
尾
理
論
は
､
昭
和
初
期
の
形
象
理
論
か
ら
戦
後
の
問
題
意
識
喚
起
の
文
学
教

育
-
鑑
賞
の
回
復

へ
と
進
展
し
た
が
､
言
語
解
釈
学
的
に
み
た
と
き
､
新
旧
の
対

照
を
-
っ
き
り
と
示
す
こ
と
に
な
っ
た
｡

旧
言
語
解
釈
学
に
お
い
て
は
へ
読
者
主
体
と
作
品
と
は
､
主
体
-
主
体
の
関
係

で
扱
わ
れ
ず
､
客
観
的
対
象
と
し
て
の
作
品
の
中
に
存
在
す
る
普
遍
妥
当
な
真
理

(意
味
)
を
､
読
者
の
主
観
の
論
理
的
な
枠
組
の
中
で
捉
え
る
こ
と
が
目
標
に
さ

れ
た
的
｡
た
と
え
ば
石
山
僑
平
氏
に
と
っ
て
｢
理
会
｣
の
最
も
本
質
的
要
件
は
｢
精

神
的
対
象
を
追
構
成
に
よ
り
追
体
験
す
る
｣
こ
と
で
､
｢追
構
成
｣
と
は
'
｢対
象

の
外
的
表
徴
を
媒
材
と
し
て
'
対
象
が
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
所
の
法
則
に
規
制
せ
ら

れ
て
､
自
ら
の
精
神
を
構
成
す
る
こ
と
㈹
｣
で
あ
っ
た
｡
こ
こ
に
は
'
作
品
構
造
の

法
則
に
従
う
受
動
性
と
､
普
遍
妥
当
な
意
味

へ
の
帰
属
が
読
者
に
要
請
さ
れ
､
読

者
主
体
と
作
品
と
の
出
会
い
･
葛
藤
に
よ
り
読
者
が
変
容
す
る
と
い
う
教
育
的
機

能
に
は
ま
だ
目
が
向
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
｡

西
尾
氏
の
形
象
理
論
に
お
い
て
は
'
読
者
が
意
識
内
に
形
象
を
成
立
さ
せ
る
作

用
は
制
作
と
同
様
創
造
的
主
体
的
で
あ
る
と
し
て
受
動
性
を
否
定
し
た
け
れ
ど

も
'
本
質
に
お
い
て
は
右
の
よ
-
な
旧
言
語
解
釈
学
の
特
質
を
備
え
て
い
た
｡
殊

に
､
西
尾
理
論
に
あ
っ
た
没
我
性

-
王
客
合

一
の
思
考
法
は
'
形
象
を
客
観
的
に

成
立
せ
し
め
る
こ
と
に
は
効
果
的
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
､
作
品
と
読
者
主
体
と
の

相
互
作
用
性
に
は
目
が
向
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
｡

キ
ユ
ン
メ
ル
の
哲
学
的
解
釈
学
は
'
｢
一
義
的
な
､
客
観
的
に
証
明
可
能
な
普
遍

的
｣
真
理
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
科
学
的
認
識
が
も
つ
限
界
を
指
摘
す
る
こ
と
か

ら
始
ま
っ
て
い
た
｡
問
題
意
識
喚
起
の
文
学
教
育
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
点
に
た
っ

た
西
尾
理
論
の
新
し
い
ス
テ
ッ
プ
で
あ

っ
た
｡
そ
こ
で
は
､
作
品
は
､
歴
史
的
社

会
的
存
在
と
し
て
の
読
者
主
体
に
､
状
況
認
識
を
迫
る
可
能
性
を
も
つ
も
の
と
し

て
捉
え
ら
れ
た
｡
ま
た
'
授
業
過
程
も
'
初
発
の
感
想
を
学
級
討
議
に
よ
っ
て
深

め
る
方
法
が
と
ら
れ
た
｡
さ
ら
に
'
形
象
理
論
に
お
け
る

｢主
題
｣
は
個
人
の
意

識
内
に
形
成
さ
れ
る
感
情
的
側
面
の
つ
よ
い
も
の
で
あ

っ
た
が
､
昭
和
三
十
年
以

降
の

｢主
体
的
真
実
｣
で
は
'
作
者
と
客
体
と
の
開
か
れ
た
出
会
い
が
示
さ
れ
'

そ
れ
が
読
み
の
教
育
に
適
用
さ
れ
た
と
き
'
作
品
と
読
者
立
体
と
の
開
か
れ
た
出

会
い
に
発
展
す
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
た
｡
そ
こ
に
は
キ
ユ
ン
メ
ル
の
｢
突
破
｣

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
読
者
主
体
の
変
革
が
も
た
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
｡

し
か
し
'
西
尾
理
論
で
そ
う
し
た
可
能
性
が
実
現
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ

う
か
｡

l
つ
に
は
'
西
尾
理
論
は
'
主
題
-
構
想
-
叙
述
の
解
釈
体
系
か
ら
抜
け

出
せ
ず
､
喚
起
さ
れ
た
問
題
意
識
を
個
人
の
生
活
問
題
意
識
内
で
客
観
化
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
た
め
'
主
体
-
主
体
の
関
係
に
よ
る
新
た
な
意
味
地
平
を
形
成

し
て
い
く
地
点
に
は
出
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
｡
二
つ
に
は
､
｢主

体
的
真
実
｣
で
は
'
主
体
と
客
体
と
の
二
項
が
相
応
相
即
す
る
と
こ
ろ
に
真
実
性

が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
､
相
応
相
即
と
い
う
主
客
合

一
の
融
合
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境
が
､
キ
ユ
ン
メ
ル
の

｢
突
破
｣
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
性
を
抑
制
す
る
こ
と
に
な
っ

た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
-
O
こ
の
主
客
合

1
の
東
洋
的
思
考
法
が
西
尾
理
論
を
特

色
づ
け
る
と
と
も
に
限
界
を
も
た
ら
す
要
因
と
な
っ
た
｡

以
上
､
西
尾
理
論
に
お
け
る
主
観
-
客
観
の
問
題
を
概
観
し
て
き
た
が
'
西
尾

理
論
が
自
己
克
服
し
ょ
う
と
し
､
課
題
と
し
て
残
し
た
問
題
は
､
現
在
の
国
語
教

育
の
実
践
に
多
-
の
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
｡
テ
キ
ス
-
に
論
証
的
な
説
明
を

ほ
ど
こ
し
て
普
遍
妥
当
な
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
､
テ
キ
ス

-
の
表
現
構
造

･
作
用
構
造
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
読
者
主

体
の
意
味
構
成
作
用
も
生
か
す
実
践
の
技
術
学
が
要
請
さ
れ
て
い
る
｡

自

愛
に
よ
る
共
同
社
会
の
形
成

第
二
に
､
こ
と
ば
を
論
ず
る
こ
と
は
文
化
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
-
す

な
わ
ち
'

7
種
の
人
類
の
文
化
意
志
と
で
も
い
う
べ
き
'
倫
理
と
論
理
と
美
を
統

合
し
た
言
語
文
化
形
成
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
対
す
る
考
察
が
相
互
的
同
化
を
共
通
項

に
し
て
な
さ
れ
た
｡

キ
ュ
ン
メ
ル
に
あ
っ
て
は
､
｢
相
互
的
同
化
｣作
用
に
お
い
て
人
間
の
根
本
的
餐

革
が
な
さ
れ
､
｢
人
間
は
'
最
も
内
面
的
に
な

っ
た
と
き
に
'
ま
さ
に
事
実
に
即
し

て
生
き
て
い
る
｣
と
い
-
意
味
で
現
実
は
真
に
客
観
的
で
現
実
的
に
な
り
え
た
｡

西
尾
氏
が
｢主
体
的
真
実
｣
を
､
｢主
体
に
な
っ
た
真
実
へ
事
実
化
し
た
主
体
｣
｢詩

人
の
主
体
が
深
-
と
ら
え
た
そ
の
感
動
は
､
対
象
の
真
実
そ
の
も
の
で
あ
る
｣
と

規
定
し
た
内
実
は
､
ま
さ
に
こ
う
し
た
意
味
で
あ
り
'
そ
れ
は
人
間
関
係
に
お
い

て
も
同
様
で
あ

っ
た
｡

キ
ユ
ン
メ
ル
と
西
尾
氏
が
'
愛
し
な
が
ら
の
関
係
に
お
け
る
共
同
社
会
の
形
成

と
い
う
､
同
じ
結
論
に
達
し
た
の
も
必
然
的
で
あ
っ
た
｡
キ
ユ
ン
メ
ル
に
あ
っ
て

は
う
愛
し
合
い
な
が
ら
理
解
す
る
状
態
に
お
い
て
こ
そ
人
間
と
現
実
は
互
い
に
開

示
し
合
い
､
同
時
に
人
間
は
自
身
の
存
在
を
突
き
破
-
越
え
出
る
こ
と
が
で
き
､

相
手
を
も
そ
の
固
有
を
完
全
性

へ
高
ま
る
よ
う
に
変
革
し
て
い
-
も
の
で
あ
っ

た
｡

1
万
㌧
西
尾
氏
は
'
仏
教
的
慈
愛
か
ら
こ
れ
を
考
察
し
'
こ
と
ば
の
根
底
に

お
け
る

｢
人
間
的
構
造
｣
と
し
て
と
ら
え
た
｡
対
話
に
お
い
て
'
相
手
を
も
自
ら

を
も
と
も
に
高
め
よ
う
と
す
る
発
話
の
動
機

･
意
図

･
エ
ネ
ル
ギ
ー

･
態
度
な
ど

全
て
愛
の
表
現
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

キ
ユ
ン
メ
ル
と
西
尾
氏
を
つ
な
ぐ
人
間
と
し
て
ブ
-
バ
ー
が
あ
げ
ら
れ
た
'
彼

は
､
我
と
汝
と
の
間
に
あ
っ
て
双
方
を
真
に
実
在
者
た
ら
し
め
る
も
の
と
し
て

｢
愛
｣
の
は
た
ら
さ
を
あ
げ
'
｢愛
と
は
､
ひ
と
つ
の
汝
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
我
の

責
任
で
あ
る
｣
と
述
べ
て
い
た
｡
人
間
が
自
ら
の
存
在
の
意
味
や
責
任
を
､
他
か

ら
も
自
ら
も
絶
え
ず
問
わ
れ
続
け
て
ゆ
-
-
ち
に
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
答

責
的
な
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
'ブ
-
バ
ー
が
示
し
た
こ
の
命
題
は
､
人
間
に
と
っ

て
黄
も
崇
高
で
あ
る
と
も
に
､
永
遠
に
重
い
課
題
で
あ
る
｡

ま
た
'
キ
ユ
メ
ル
に
と
っ
て
も
西
尾
理
論
に
と
っ
て
も
こ
と
ば
の
問
題
が
重
要

で
あ
っ
た
｡
キ
ユ
メ
ル
は
'
現
実
と
こ
と
ば
の
関
係
を

｢歴
史
的
と
い
え
る
理
解

に
対
応
す
る
言
葉
の
構
造
｣
と
し
て
､
こ
と
ば
の
機
能
に
人
間
と
現
実
と
の
相
互

規
定
の
深
ま
-
に
応
じ
て
よ
り
深
-
対
象
を
と
ら
え
る

｢呼
び
起
す
力
｣
を
認
め

た
｡
こ
の
こ
と
ば
の
機
能
は
'
対
話
に
お
け
る
認
識
の
深
化
に
触
媒
と
し
て
働
い

た
｡
相
互
に
相
手
の
認
識
に
無
限
に
迫
り
な
が
ら
､
し
か
も
相
手
の
承
認
す
る
自

由
が
あ
る

｢
共
同
性
｣
を
形
成
す
る
こ
と
に
'
こ
と
ば
は
機
能
す
る
｡
キ
ュ
メ
ル

は
そ
こ
に
倫
理
の
問
題
=
愛
を
み
た
の
で
あ
る
｡

西
尾
氏
は
こ
れ
を

｢
愛
語
｣
に
お
い
て
論
じ
た
｡
道
元
の
説
示
に
は
､
円
満
な

共
同
社
会
の
実
現
が
願
望
さ
れ
､
そ
こ
に
西
尾
氏
は
言
語
文
化
の
具
実
す
べ
き
姿

を
見
出
し
た
の
で
あ

っ
た
｡
言
語
行
為
の
根
底
に
深
い
は
か
ら
い
を
も

っ
た

｢
人

間
的
構
造
｣
が
創
造
さ
れ
て
お
り
'
そ
れ
が

｢
人
間
の
魂
の
光
｣
と
し
て
具
現
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
言
語
社
会
を
西
尾
氏
の
具
実
す
べ
き
姿
を
見
出
し
た
の
で
あ
っ

た
｡
言
語
行
為
の
根
底
に
深
い
は
か
ら
い
を
も

っ
た

｢
人
間
的
構
造
｣
が
創
造
さ

れ
て
お
-
'
そ
れ
が

｢
人
間
の
魂
の
光
｣
と
し
て
具
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
言
語
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社
会
を
西
尾
氏
は
希
求
し
た
と
い
え
よ
う
｡
西
尾
氏
の
言
語
生
活
論
の
体
系
的
考

察
は
'
そ
れ
を
具
現
す
る
た
め
の
方
法
論
で
あ

っ
た
｡

た
だ
､
二
人
の
考
え
方
に
課
題
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
キ

ユ
ン
メ
ル
の
立
場

は
実
存
主
義
的
で
あ
り
キ

ユ
ン
メ
ル
は
ま
た
東
洋
的
思
考
に
も
関
心
を
示
し
て
い

る
O
西
尾
氏
も
ま
た
自
他

1
如
と
い
う
東
洋
的
発
想
に
よ

っ
て
理
論
を
貫
い
た
.

そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
が
楽
天
的
で
あ
り
､
観
念
的
だ

と
い
う
批
判
は
当
然
出
よ
う
｡
西
尾
理
論
に
は
'
合
理
論
的
な
相
互
批
判
を
ど
う

乗
り
越
え
て
ゆ
-
か
と
い
う
視
点
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
｡
あ
る
い
は
へ
あ
る
人

に
と
っ
て
は
､
言
語
社
会
に
実
際
に

｢
共
同
性
｣
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
虚
妄
で

あ
り
､
自
律
し
た
多
様
な
対
立
的
価
値
観
を
同
時
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
絶
望
を

感
じ
て
､
そ
れ
が
成
立
し
な
い
状
態
こ
そ
現
実
だ
と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡
事

実
'
倉
沢
栄
吉
氏
は
次
の
よ
-
に
述
べ
る
｡

人
間
と
人
間
と
が
言
語
を
媒
介
と
し
て
対
話
を
す
る
｡
対
話
に
は
終
末
が
な

い
｡
民
主
主
義
社
会
で
､
話
し
合
い
に
よ

っ
て
解
決
す
る
と
い
-
が
'
真
の

意
味
の
終
蔦
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
は
､

話
し
合
い
を
終
え
た
と
き
に
寄
せ
る
､
参
加
者
の
寛
容
な
る

一
時
休
戦
で
あ

る

｡
㈹

倉
沢

氏

は

'

対
話
に
お
い
て

一
時
休
戦
し
な
が
ら
'
そ
れ
で
も
な
お
深
め
得
る

他
人
と
の
連
帯
を
大
事
に
し
て
い
-
こ
と
が
国
語
教
育
の
中
心
で
あ
る
と
し
'
対

他
的
認
識
と
対
日
的
認
識
と
の
調
和
を
図
る
こ
と
を
国
語
教
育
の
目
的
の

7
つ
に

す
る
｡
倉
沢
氏
の
考
え
は
､
西
尾
理
論
に
-
ら
べ
て
よ
り
現
実
的
対
応
で
あ
る
と

い
え
る
｡

こ
う
し
た
批
判
に
ど
う
応
え
て
い
-
か
､
西
尾
理
論
に
は
用
意
は
な
い
｡
西
尾

理
論
に
示
さ
れ
た
､
言
語
文
化
形
成
の
高
遠
な
精
神
を
-
み
つ
つ
､
現
実
的
批
判

に
応
え
､
ま
た
'
高
遠
を
精
神
を
具
体
的
実
践
と
し
て
方
法
化
し
て
い
-
こ
と
が
'

今
後
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
問
題
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡

日日23456789Wr九n
㈹.1Ju､句リ.1u.q･1日

(
注
VW

･イ
ー
ザ
-

轡
田
収
訳

『行
為
と
し
て
の
読
書
』

岩
波
書
店

昭
六
〇

二

二
ペ

玉
川
大
学
出
版
部

昭
六
〇

高
田
氏
の
訳
に
従
い
祖
述
す
る
過
程
で
､
高
田
氏

の
解
説
を
参
照
し
随
所
に
援
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
｡

マ
ル
テ
ィ
ン
･
ブ
-
バ
～

田
口
義
弘
訳

『我
と
汝
･
対
話
』

み
す
ず
書
房

昭
五
六

二
二
〇
ペ

こ
の
節
に
つ
い
て
は
､
西
尾
実
国
語
教
育
全
集

(教
育
出
版
)
第

一
巻
の
田
近
淘

1
氏
の
解
説
か
ら
多
-
示
唆
を
得
た
｡

垣
内
松
三

『言
語
形
象
性
を
語
る
』

光
村
図
書

垣
内
松
三
著
作
集
第
二
巻

四
七
ペ

垣
内
松
三
『国
語
の
力
』

光
村
図
書

垣
内
松
三
著
作
集
第

1
巻

一
二
五
.(

西
尾
実
国
語
教
育
全
集

(教
育
出
版

昭
和
五
l
)
第

1
巻
六
九
-
七
〇
頁
の
略

以
下
同
じ

棚
に
同
じ

四
六
五
ペ

付
に
同
じ

四
七
五
ペ

和
辻
哲
郎

『人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』

岩
波
書
店

昭
二
一
版

一
九
八

"Ri畑
に
同
じ

l
五
ペ

第
70
回
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
で
の
鶴
田
清
司
氏
の
発
表
資
料
｢文
学
教
育
に

お
け
る

へ
分
析
)
と

(解
釈
)｣
に
示
唆
を
得
た
O

石
山
僑
平

『教
育
的
解
釈
学
』

賢
文
館

昭
十

十
四
ペ

倉
沢
栄
吉
｢国
語
教
育
の
思
想
｣
(教
育
学
講
座
第
八
巻
『国
語
教
育
の
理
想
と
構

造
』
学
習
研
究
社

昭
五
五
)

二

ペ

-(45)-
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