
文
学
の
授
業
の
原
理
に
つ
い
て

－
　
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
文
学
教
育
論
か
ら
　
ー

は
じ
め
に

一
般
に
、
授
業
は
何
ら
か
の
指
導
原
理
に
導
か
れ
て
構
捜
さ
れ
展
開
さ
れ
奄

文
学
の
授
業
も
ま
た
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
、
授
業
者
は
、
そ
の
指
導
原
理

（
授
業
理
論
）
を
つ
ね
に
意
識
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
無
意
識

の
う
ち
に
潜
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
あ
っ

て
も
、
そ
の
授
業
の
背
景
に
は
、
な
に
が
し
か
の
原
理
的
な
考
え
方
が
潜
在
し

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

文
学
の
授
業
の
あ
h
ソ
方
を
改
め
て
検
討
し
直
し
、
そ
の
改
善
を
図
ろ
う
と
す

る
と
、
こ
の
授
業
の
背
景
に
潜
在
し
て
い
る
指
導
原
理
を
顕
在
化
さ
せ
、
検
討

の
対
象
に
ひ
き
す
え
直
す
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
文
学
の
授
業
の
あ
り

方
を
導
い
て
い
た
原
理
が
、
改
め
て
問
い
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
指
導
原
理
の
問
い
直
し
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、
諸

外
国
の
文
学
教
育
に
お
け
る
指
導
原
理
と
照
ら
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
も
一
つ

の
方
法
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
主

共
和
国
の
文
学
教
育
論
、
と
く
に
「
文
学
の
授
業
の
原
理
」
を
と
h
ソ
あ
げ
て
紹

介
・
考
察
し
て
み
た
い
。

一
創
造
的
な
芸
術
獲
得
の
原
理

大
　
槻
　
和
　
夫

文
学
の
授
業
に
は
、
も
ち
ろ
ん
一
般
教
授
学
的
な
諸
原
理
が
、
教
科
の
特
性

を
ふ
ま
え
て
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
文
学
の
授
業
の
原
理
は
一
般
教
授
学
か

ら
の
み
導
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
文
学
の
授
業
に
は
文
学
の
授
業
固
有
の

「
教
科
特
殊
原
理
」
　
（
f
a
c
h
s
p
e
z
i
f
i
s
c
h
e
s
P
r
i
n
N
i
p
）
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ

は
何
か
。
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
文
学
教
育
論
で
は
、
そ
れ
は
「
創
造
的
芸
術

獲
得
」
　
（
s
c
h
g
f
e
r
i
∽
n
h
e
K
u
n
s
t
a
n
e
i
g
u
n
g
）
の
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

「
文
学
作
品
の
受
容
と
深
い
獲
得
は
、
（
活
動
と
創
造
性
）
　
（
ア
ス
ム
ス
）
を

経
て
の
み
可
能
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
原
理
は
授
業
の
方
法
を
考
え
る
う

え
で
き
わ
だ
っ
た
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
創
造
的
な
追
行
（
N
a
c
h
く
○
〓
N
u
g
）

に
お
い
て
の
み
、
読
者
は
生
産
的
に
な
り
、
想
像
力
と
表
象
力
が
は
た
ら

き
、
喜
び
と
楽
し
み
が
生
ま
れ
、
洞
察
と
経
験
と
認
識
が
得
ら
れ
、
行
動
の
推

進
力
と
価
値
尺
度
が
つ
く
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
原
理
は
、
あ
ら
ゆ
る
教

材
領
域
と
こ
の
教
科
の
あ
ら
ゆ
る
学
年
段
階
に
妥
当
す
る
。
こ
の
基
本
原
理
と

そ
の
他
の
諸
原
理
と
は
弁
証
法
的
に
結
び
つ
い
て
い
奇

文
学
の
授
業
の
中
心
原
理
で
あ
る
「
創
造
的
芸
術
獲
得
の
原
理
」
は
、
文
学

教
育
の
目
標
や
授
業
の
対
象
で
あ
る
文
学
と
そ
の
獲
得
の
本
質
と
特
性
か
ら
導

き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
「
創
造
的
な
芸
術
麓
得
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
「
文
化

的
美
的
な
は
た
ら
き
と
言
語
的
精
神
的
な
は
た
ら
き
の
統
一
、
学
習
者
の
意
識

49



（2）

形
成
と
文
学
的
発
達
の
統
二
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
原
理
は
、
次

の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
的
社
会
理
論
の
認
識
の
実
現
を
め
ざ
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
主
義
的
な
人
間
の
発
達
に
と
っ
て
、
労
働
者
階
級

の
科
学
的
世
界
観
の
獲
得
、
理
性
・
感
性
・
創
造
性
の
形
成
、
性
格
の
形
成
、

想
像
力
と
表
象
力
の
発
展
、
お
よ
び
美
的
感
性
と
芸
術
鑑
貿
能
力
の
獲
得
が
、

と
く
に
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
認
識
で
あ
る
。
文
学
教
育
は
、
そ

の
た
め
に
本
質
的
な
貢
献
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
文
学
作
品
は
人
間
を
ま
る
ご
と
と
ら
え
、
人
間
に
深
く
は

た
ら
き
か
け
、
労
働
者
階
級
の
科
学
的
世
界
観
の
形
成
と
性
格
の
形
成
を
芸
術

に
ふ
さ
わ
し
い
方
法
で
有
効
に
援
助
し
、
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
活
動
の
た

め
の
根
拠
の
あ
る
価
値
志
向
を
伝
達
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
「
創
造
的
な
芸
術
獲
得
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
過
程
だ
と
理
解
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
い
う
。
「
文
学
作
品
を
全
体
的
に
、
生
徒
ひ
と
り
ひ

と
り
に
と
っ
て
の
意
義
深
さ
と
社
会
的
な
意
義
深
さ
に
お
い
て
獲
得
す
る
こ
と

が
で
き
る
能
力
を
生
徒
に
与
え
、
要
求
す
る
過
程
、
つ
ま
り
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ

の
要
素
と
全
体
と
し
て
の
文
学
作
品
、
表
象
言
語
の
中
味
と
詩
的
な
比
喩
、
叙

述
手
段
と
特
殊
な
言
い
表
し
方
、
芸
術
的
な
一
般
化
と
芸
術
的
な
責
実
を
、
し

だ
い
に
自
力
で
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
生
徒
に
与
え
、
要
求
す
る
過

（3）

程
で
あ
る
］

文
学
作
品
が
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
、
ま
た
す
べ
て
の
諸
要
素
と
と
も
に
、

す
べ
て
の
生
徒
の
人
格
的
な
所
有
に
な
る
（
内
面
化
さ
れ
肉
体
化
す
る
）
た
め

に
は
、
生
徒
は
、
情
緒
的
に
も
理
性
的
に
も
、
文
学
作
品
の
中
に
深
く
疹
透
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
文
学
作
品
の
読
み
の
過
程
を
通
し
て

「
体
験
」
が
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
受
容
と
対
決
の
過
程
に
お
い
て
、

生
徒
と
文
学
作
品
と
の
多
様
で
感
動
的
な
関
係
が
教
師
に
よ
っ
て
つ
／
＼
h
リ
出
さ

れ
る
と
き
に
の
み
、
内
面
化
が
起
こ
り
、
認
識
さ
れ
た
も
の
は
人
格
的
な
所
有

（4）

と
な
る
山
の
で
あ
る
。

こ
の
内
面
化
・
人
格
化
の
過
程
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
の
過
程
に
お
い
て
行

わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
作
者
に
よ
っ
て
作
品
の
中
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
評

価
が
、
読
者
に
よ
っ
て
追
行
（
Z
a
c
h
く
0
1
－
N
i
e
h
e
n
）
さ
れ
、
評
価
さ
れ
る
過
程
で

あ
る
。
す
べ
て
の
芸
術
表
現
は
、
作
者
自
身
の
評
価
の
方
向
に
お
い
て
、
読
者

に
美
的
評
価
を
さ
せ
よ
う
と
迫
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
芸
術
作
品
な
い
し
芸
術

作
品
に
描
か
れ
た
出
来
事
に
対
す
る
関
係
に
影
響
を
与
え
る
。
読
者
は
、
作
者

の
見
解
や
解
釈
と
対
決
し
、
そ
れ
を
自
己
の
芸
術
・
生
活
経
験
、
体
験
、
見
解

や
行
動
に
お
い
て
吟
味
し
、
同
時
に
芸
術
作
品
の
内
的
論
理
と
説
得
力
を
評
価

す
る
。
そ
の
際
、
歴
史
的
な
可
能
性
の
観
点
か
ら
、
作
者
の
歴
史
的
に
制
約
さ

れ
た
世
界
の
見
方
も
評
価
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
過
程
の
成
果
と
し
て
、
生
徒
の
全
人
格
は
空
か
に
な
っ
て
い
く
。

芸
術
体
験
に
よ
っ
て
、
生
徒
は
新
し
い
見
方
や
経
験
を
得
、
既
有
の
認
識
を
深

め
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
生
活
経
験
を
ひ
ろ
げ
、
表
象
力
・
想
像

力
を
豊
か
に
し
て
い
く
。
生
徒
の
感
情
は
純
化
さ
れ
、
美
的
感
性
と
芸
術
鑑
賞

能
力
が
発
達
し
、
社
会
主
義
的
人
格
も
発
達
し
て
い
く
。

文
学
の
授
業
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
創
造
的
な
芸
術
痙
得
の
過
程
を
生
徒

に
た
ど
ら
せ
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
過
程
と
し
て
授
業
を
組
織
す
る
こ
と
が
、

ほ
か
な
ら
ぬ
「
創
造
的
な
芸
術
獲
得
の
原
理
」
と
い
う
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
文
学
の
授
業
に
お
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
条
件
を
満
た
す
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。

－
徒
得
過
程
は
、
教
師
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
計
画
さ
れ
、
組
織
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
、
す
べ
て
の
生
徒
に
よ
っ
て
、
当
の

芸
術
作
品
の
代
替
不
能
の
美
的
芸
術
的
特
性
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
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こ
と
で
あ
る
。

－
獲
得
過
程
は
、
教
師
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
自
力
で
の
、
創
造
的
生
産
的

（5）

な
生
徒
の
行
為
と
し
て
組
織
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
の
条
件
は
、
す
べ
て
の
生
徒
が
、
最
初
の
文
学
作
品
の
受
容
か
ら
深
化

し
た
受
容
に
い
た
る
ま
で
終
始
一
貫
、
当
の
文
学
作
品
の
美
的
内
容
を
獲
得
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
教
師
は
授
業
を
構
想
し
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
初
の
読
み
か
ら
最
後
の
読
み
に
い
た
る
ま
で
の
過

程
に
お
い
て
、
そ
の
文
学
作
品
の
本
質
的
な
要
素
、
言
語
的
な
構
造
、
芸
術
的

な
イ
メ
ー
ジ
、
形
象
、
行
為
、
葛
藤
と
構
成
が
と
ら
え
ら
れ
、
評
価
さ
れ
、
そ

れ
と
と
も
に
生
徒
た
ち
の
み
ん
な
が
授
業
で
取
り
扱
わ
れ
た
象
徴
が
自
分
の
生

活
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
条
件
は
、
文
学
の
授
業
に
お
け
る
接
待
過
程
は
、
能
動
的
精
神
的
な

生
徒
の
行
為
と
し
て
計
画
さ
れ
、
組
織
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
作
品
の
中
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
現
実
は
、
個
人
的

な
、
ま
た
社
会
的
な
「
遊
び
」
空
間
（
．
．
S
p
i
e
－
ざ
l
R
a
u
m
）
と
し
て
体
験
さ
れ
、

理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
文
学
作
品
の
読
み
は
、
人
生
の
意
味

や
人
間
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
多
く
の
問
い
を
よ
び
起
こ
す
。
読
者
は
そ
こ
に

解
答
を
見
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
こ
こ
に
、
迫
創
造
・
共
創
造
（
N
a
c
h

－
u
n
d
M
i
t
s
c
h
g
f
e
ユ
u
ヨ
）
が
よ
び
起
こ
さ
れ
、
求
め
ら
れ
て
く
る
わ
け
で

あ
る
。文

学
作
品
の
美
的
特
性
を
踏
ま
え
た
文
学
作
品
と
の
創
造
的
対
決
に
教
師
の

指
導
と
生
徒
の
学
習
を
集
中
す
る
授
業
構
想
は
、
教
育
政
策
的
な
要
求
て
ぁ
る

「
科
学
性
、
党
派
性
、
生
活
と
の
結
合
性
」
と
も
合
致
す
る
と
い
う
。
た
と
え

ば
「
科
学
性
」
は
、
授
業
過
程
に
関
し
て
い
え
ば
、
「
文
学
作
品
は
現
実
の
特

別
の
獲
得
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
受
容
さ
れ
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
、
す
べ
て
の
生
徒
に
繰
り
返
し
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
〕
ま
た
、
「
党
派
性
」
と
は
、
「
文
学
作
品
に
対

し
て
、
教
師
が
一
義
的
な
労
働
者
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

た
態
度
を
と
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
す
べ
て
の
生
徒
が
党
派
的
な
評
価

が
で
き
る
よ
う
に
し
、
ま
た
党
派
的
な
評
価
が
要
求
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
。
さ
ら
に
「
生
活
と
の
結
合
性
」
と
は
、
「
創
造
的
な
芸
術
獲
得
を

通
し
て
、
す
べ
て
の
生
徒
が
次
の
よ
う
な
こ
と
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
学

作
品
と
美
的
な
言
表
が
生
徒
の
生
活
を
よ
り
豊
か
に
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、

文
学
作
品
と
の
対
決
が
労
働
者
階
級
の
科
学
的
世
界
観
の
形
成
、
性
格
と
感
情

の
純
化
、
根
拠
の
あ
る
価
値
志
向
、
美
的
感
性
と
芸
術
鑑
賞
能
力
の
形
成
へ
と

（

一

b

）

導
き
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
に
対
す
る
問
題
の
解
答
を
伝
達
す
る
こ
と
で
あ
フ
β

以
上
が
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
文
学
教
育
に
お
い
て
「
中
心
的
原
理
」
と

さ
れ
て
い
る
「
創
造
的
な
芸
術
拉
得
の
原
理
」
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
文
学
作

品
を
読
む
と
い
う
行
為
の
独
自
性
を
ふ
ま
え
、
と
り
わ
け
文
学
作
品
と
読
者
聖

徒
）
と
の
「
体
験
」
的
な
関
わ
り
合
い
の
過
程
を
重
視
し
て
、
基
本
原
理
が
導

き
出
さ
れ
て
お
り
、
基
本
原
理
の
導
き
出
し
方
と
し
て
は
妥
当
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
文
学
作
品
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
「
読
者
に
と
っ
て
の
意

義
」
を
、
読
者
個
人
に
と
っ
て
の
意
義
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
的
な
意

義
と
し
て
も
見
出
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
は
、
社
会
主
義
の
学
校
ら
し
さ

が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
「
生
活
と
の
結
合
性
」
が
「
党
派
性
」
と
と

も
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点
は
、
社
会
主
義
学
校
の
文
学
教
育
に
お
け
る
「
創
造

的
な
芸
術
獲
得
の
原
理
」
の
一
つ
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
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二
　
文
学
の
授
業
の
諸
原
理

右
に
み
て
き
た
、
文
学
の
授
業
の
中
心
的
な
原
理
と
し
て
の
「
創
造
的
な
芸

術
獲
得
の
原
理
」
は
、
た
し
か
に
本
質
的
な
原
理
で
は
あ
る
が
、
あ
ま
h
ソ
に
包

括
的
に
す
ぎ
て
、
具
体
的
に
授
業
を
つ
ノ
＼
h
り
あ
げ
る
と
な
る
と
、
具
体
的
な
視

点
が
得
に
く
い
と
い
う
き
ら
い
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
文

学
教
育
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
中
心
的
な
原
理
の
本
質
的
な
諸
側
面
を
よ
り
い

っ
そ
う
特
徴
づ
け
る
と
と
も
に
授
業
づ
く
り
を
さ
ら
に
厳
密
に
規
定
す
る
も
の

と
し
て
、
次
の
諸
原
理
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

1
意
識
性
と
能
動
化
の
原
理

－
個
人
的
な
芸
術
・
生
活
経
験
と
集
団
的
な
芸
術
・
生
活
経
験
と
を
包
含
す

る
原
理

－
知
誠
習
得
と
能
力
発
達
と
確
信
形
成
と
を
統
一
す
る
原
理

－
体
系
性
と
継
続
性
の
原
聖

こ
れ
ら
四
原
理
の
う
ち
前
の
二
つ
は
、
教
科
の
特
殊
性
を
強
調
し
て
生
徒
な

い
し
生
徒
集
団
に
目
を
向
け
た
原
理
で
あ
り
、
後
の
二
つ
は
、
文
学
教
育
に
お

け
る
陶
冶
と
訓
育
の
前
過
程
を
よ
り
強
く
と
ら
え
て
授
業
づ
ぐ
り
の
一
般
的
な

流
れ
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
前
の
二
つ
の
原
理
に

つ
い
て
、
そ
の
あ
ら
ま
し
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

創
造
的
な
芸
術
度
得
は
、
文
学
作
品
を
読
む
と
い
う
「
意
識
的
な
行
為
」
に

よ
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
る
。
意
識
性
と
活
動
性
は
互
い
に
他
を
前
提
と
し
て
お

り
、
意
識
性
の
な
い
目
標
志
向
的
学
習
過
程
も
存
在
し
な
け
れ
ば
能
動
的
な
行

為
の
な
い
意
識
性
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
意
識
性
と
活
動
性
は
、
文

学
獲
得
の
本
質
的
な
要
素
な
の
で
あ
る
。

意
識
性
は
学
習
過
程
に
お
い
て
、
就
中
社
会
的
な
動
機
づ
け
に
お
い
て
明
ら

か
に
な
っ
て
く
る
。
ま
た
活
動
性
は
、
文
学
の
授
業
に
お
い
て
は
自
己
目
的
で

も
な
け
れ
ば
せ
わ
し
く
な
く
動
き
ま
わ
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、

獲
得
過
程
に
お
け
る
内
面
的
な
能
動
性
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

意
識
的
な
活
動
性
は
、
文
学
の
授
業
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な

水
準
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
。

－
一
定
の
対
象
と
関
連
し
て
、
言
語
・
精
神
的
な
能
動
化
に
お
い
て
。
す
な

わ
ち
、
関
係
・
関
連
の
中
で
の
、
と
く
に
作
品
－
読
者
－
関
連
の
中
で
の
作

品
。

－
読
み
（
聞
き
、
見
）
と
解
釈
の
統
一
に
お
い
て
。
す
な
わ
ち
、
発
展
、
深

化
、
転
換
と
し
て
の
受
容
と
獲
得
。

－
思
考
と
感
情
、
形
象
化
と
行
動
化
の
統
一
に
お
い
て
。

－
芸
術
獲
得
と
世
界
観
的
道
徳
的
発
達
と
の
統
一
に
お
い
て
。

（8）

－
芸
術
接
待
と
自
己
の
芸
術
的
表
現
と
の
統
一
に
お
い
て
。

こ
の
原
理
に
基
づ
い
て
と
く
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
課
題
解
決
的
な

授
業
構
成
」
（
p
r
O
b
】
e
m
h
a
f
t
e
U
n
t
e
E
c
h
t
s
g
e
s
t
a
F
n
g
）
　
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

創
造
的
能
動
的
な
、
そ
し
て
意
識
的
な
文
学
獲
得
の
本
質
的
な
条
件
だ
と
さ
れ

て
い
る
。

次
に
、
「
個
人
的
な
芸
術
・
生
活
経
験
と
集
団
的
な
芸
術
・
生
活
経
験
と
を

包
含
す
る
原
理
」
を
み
て
み
よ
う
。

文
学
作
品
と
の
出
会
い
は
、
作
品
と
読
者
の
人
格
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
を

つ
く
り
出
す
が
、
文
学
の
授
業
に
お
け
る
解
明
（
野
蛮
E
i
e
曾
n
g
）
は
、
そ
こ
に

参
加
し
て
い
る
す
べ
て
の
生
徒
の
個
人
的
な
、
ま
た
集
団
的
な
「
芸
術
∵
生
活

経
験
」
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、
こ
の
原
理
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
「
芸
術
経
験
」
は
、
生
徒
が
、
自
由
に
指
導
さ
れ
る
こ
と
な
く

読
む
読
書
の
際
に
、
ま
た
文
学
の
授
業
の
中
で
、
さ
ら
に
は
映
画
や
テ
レ
ビ
を
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見
た
り
劇
場
に
出
か
け
て
劇
を
見
た
り
し
た
際
に
、
得
た
り
受
容
し
た
り
し
た

も
の
、
す
な
わ
ち
「
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
、
美
的
遺
徳
的
な
、
社
会
的

歴
史
的
な
、
芸
術
論
的
な
、
体
験
・
見
解
・
知
識
・
能
力
と
の
関
連
に
お
い
て

理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〕
ま
た
、
「
生
活
経
験
」
と
は
「
生
徒
が
、
社

会
的
現
実
と
の
対
決
の
中
で
、
つ
ま
り
家
庭
や
学
校
や
育
少
年
団
組
織
や
社
会

の
中
で
習
得
し
た
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
、
社
会
的
な
、
道
徳
的
な
、

へ

9

）

科
学
的
な
、
実
践
的
な
見
解
・
知
識
・
能
力
」
を
い
う
。

作
品
の
受
容
は
、
も
ち
ろ
ん
孤
立
し
た
行
為
で
は
な
い
。
そ
れ
ま
で
の
経
験

の
中
で
つ
く
ら
れ
た
意
識
が
、
そ
こ
に
大
き
く
影
響
す
る
。
そ
う
し
た
も
ろ
も

ろ
の
既
知
を
、
文
学
作
品
の
読
み
の
過
程
で
利
用
し
、
そ
れ
ら
と
結
び
つ
け
て

読
み
を
深
め
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
新
教
材
に
取
り
組
ま
せ
る
と
き
に
、
同
一
作
家
あ
る
い
は
他
の

作
家
に
よ
る
一
定
の
テ
ー
マ
の
形
象
化
（
作
品
）
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
家
に
よ
る

類
似
の
テ
ー
マ
の
形
象
化
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
作
家
に
よ
る
一
定
の
表
現

・
形
象
化
の
方
法
の
使
用
と
い
っ
た
こ
と
が
利
用
さ
れ
る
。
「
春
」
と
い
う
テ

ー
マ
で
同
じ
作
家
や
他
の
作
家
が
ど
の
よ
う
に
形
象
化
し
て
い
る
か
と
か
、
階

級
闘
争
に
お
け
る
人
間
の
証
明
と
い
っ
た
テ
ー
マ
が
、
ア
ン
ナ
・
ゼ
ー
ガ
ー
ス

の
「
代
表
者
の
娘
」
や
ブ
レ
ヒ
ト
の
「
カ
ラ
ー
ル
夫
人
の
銃
」
や
F
・
ヴ
ォ
ル
フ

の
「
マ
ム
ロ
ッ
ク
教
授
」
な
ど
に
ど
の
よ
う
に
措
か
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
、

か
つ
て
読
ん
だ
も
の
と
の
比
較
と
い
っ
た
方
法
が
と
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

創
造
的
に
桂
得
さ
れ
た
芸
術
作
品
と
、
既
有
の
芸
術
・
生
活
経
験
と
を
関
連

つ
け
る
こ
と
は
、
よ
り
深
い
読
み
を
促
進
す
る
。
作
品
の
続
き
を
書
い
た
り
、

書
き
足
し
を
し
た
り
、
体
験
を
再
生
産
し
た
り
、
個
人
の
体
験
や
経
験
を
一
つ

に
ま
と
め
た
り
す
る
際
に
、
生
徒
に
よ
る
一
般
化
や
体
系
化
の
過
程
の
な
か
で
、

作
品
と
の
対
決
は
、
人
格
的
に
意
義
深
い
も
の
と
し
て
と
く
に
強
く
感
じ
と
ら

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
人
的
な
、
ま
た
集
団
的
な
芸
術
・
生
活
経
験
を
包
含
す

る
こ
と
は
、
と
く
に
重
要
だ
と
み
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
「
知
識
習
得
・
能
力
発
達
・
確
信
形
成
の
統
一
の
原
理
」
と
「
体
系

性
と
継
続
性
の
原
理
」
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
原
理
は
、
こ
の
国
の
教
育
全
体
に
わ
た
る
原
理
で
あ
り
、
そ
の
原
理

が
文
学
の
授
業
に
即
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

三
　
原
理
の
実
践
的
展
開

で
は
、
右
に
み
て
き
た
よ
う
な
原
理
は
、
授
業
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
具
現

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
『
文
学

の
授
業
に
お
け
る
創
造
的
活
動
の
た
め
に
』
　
（
一
九
七
五
年
刊
）
に
収
め
ら
れ

て

い

る

G

・

プ

フ

ル

ー

ク

と

D

・

シ

ュ

ッ

ク

マ

ン

の

「

ブ

ル

ー

ノ

・

7

1

ピ

ッ

（mC

ッ
著
、
小
説
『
裸
で
狼
の
群
の
な
か
に
』
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
を
と
り
あ
げ

て
み
る
。

作
品
『
裸
で
狼
の
群
の
な
か
に
』
は
、
井
上
正
成
他
の
邦
訳
に
よ
り
、
新
日

本
文
庫
の
上
・
下
二
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
か
な
り
の
長
編
小
説
で
あ

る
が
、
授
業
で
は
も
ち
ろ
ん
全
編
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
作
品
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
て
お
く
。

－
一
九
四
五
年
早
春
、
ひ
と
り
の
ユ
ダ
ヤ
系
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
、
プ
ー
へ
ン

ワ
ル
ト
の
強
制
収
容
所
へ
送
ら
れ
て
く
る
。
か
れ
は
、
ト
ラ
ン
ク
に
こ
っ
そ
り

ユ
ダ
ヤ
人
の
子
ど
も
を
入
れ
て
収
容
所
に
運
び
こ
ん
だ
。
そ
の
子
は
、
ワ
ル
シ

ャ
ヮ
の
ゲ
ッ
ト
ー
で
生
ま
れ
た
の
だ
が
、
両
親
は
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
の
収
容
所

で
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
子
ど
も
は
、
少
数
の
囚
人
た
ち
に
よ
っ
て
、

こ
っ
そ
り
私
物
倉
庫
に
か
く
ま
わ
れ
る
。
収
容
所
に
は
、
解
放
の
目
を
め
ざ
し
、

綿
密
な
計
画
を
ね
る
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
地
下
組
綴
I
L
K
（
国
際
収
容
所
委
員
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会
）
が
作
ら
れ
て
い
た
。
幼
児
を
か
く
ま
う
こ
と
は
、
こ
の
組
織
に
と
っ
て
壊

滅
的
な
打
撃
を
う
け
る
き
っ
か
け
に
な
る
、
き
わ
め
て
危
険
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
救
わ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
無
数
の
収
容
者
の
生
命
も

ま
っ
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
地
下
組
織
壊
滅
の
カ
ギ
を
に
ざ
る
三
歳
の
幼

児
の
ゆ
く
え
を
追
求
す
る
フ
ァ
シ
ス
ト
。
幼
い
生
命
を
守
る
た
め
に
厳
し
い
た

た
か
い
に
い
ど
む
人
た
ち
。
物
語
は
、
息
づ
ま
る
よ
う
な
展
開
を
み
せ
る
。
対

決
の
瞬
間
は
刻
一
刻
と
泊
る
。
つ
い
に
蜂
起
の
と
き
が
き
た
。
敗
走
す
る
フ
ァ

シ
ス
ト
た
ち
。
歓
喜
に
わ
く
人
々
、
そ
の
う
ず
の
中
で
子
ど
も
が
高
々
と
さ
し

あ
げ
ら
れ
る
。
　
－

な
お
、
主
な
登
場
人
物
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ナ
チ
ス
親
衛
隊
（
S
S
）

収
容
所
長
　
シ
ュ
ワ
ー
ル

監
督
官
　
　
ク
ル
ッ
テ
ィ
ッ
ヒ

通
達
係
官
　
ラ
イ
ネ
ポ
ー
ト

係
官
　
　
　
ツ
ワ
イ
リ
ン
グ

囚
人
た
ち

へ
ー
フ
ェ
ル
（
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
の
軍
事
教
官
）

ポ
ッ
ホ
ウ
（
I
L
K
の
指
導
者
）

ピ
ッ
ピ
ッ
ヒ

ク
レ
ー
マ
ー

ロ
ー
ゼ

ポ
ル
ゴ
ル
ス
キ
ー
（
I
L
K
指
導
者
）

ク
ロ
ビ
ン
ス
キ
ー

さ
て
、
こ
の
教
材
の
取
扱
い
は
、
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
。
（
こ
こ
で

は
、
指
導
の
重
点
の
み
を
掲
げ
る
。
）

第
一
の
重
点
（
読
み
始
め
の
時
間
）

一
九
四
五
年
三
月
、
フ
ァ
シ
ス
ト
の
集
中
強
制
収
容
所
プ
ッ
ヘ
ン
ワ
ル
ト
、

ド
イ
ツ
の
7
7
シ
ズ
ム
の
無
条
件
降
伏
の
数
週
間
前
（
小
説
の
提
示
）
。
提

示
部
の
機
能
、
カ
ッ
ト
バ
ッ
ク
、
開
巻
の
給
の
美
的
効
果
。

そ
の
後
、
三
～
四
週
間
の
時
間
は
ひ
と
り
読
み
。

第
二
の
重
点

二
つ
の
義
務
（
囚
人
た
ち
の
態
度
、
へ
ー
フ
ェ
ル
の
葛
藤
の
中
で
の
ポ
ッ
ホ

ウ
の
要
求
）
。
両
者
の
表
面
的
に
は
一
致
不
能
の
要
求
の
、
正
反
対
の
静
的

な
叙
述
。
－
正
反
対
の
苗
藤
の
形
象
。

第
三
の
重
点

党
は
こ
こ
に
あ
る
－
お
ま
え
は
人
間
だ
、
そ
れ
を
証
明
し
ろ
！
（
葛
藤
の

中
の
へ
ー
フ
ェ
ル
、
ツ
ワ
イ
リ
ン
グ
、
ポ
ッ
ホ
ウ
の
発
展
に
と
っ
て
の
ポ
ル

ゴ
ル
ス
キ
ー
の
意
義
）
。
よ
り
高
い
水
準
で
の
葛
藤
の
解
決
を
新
し
い
質
に

お
い
て
会
得
さ
せ
た
弁
証
法
的
動
的
な
議
論
。
－
行
動
の
水
準
、
葛
藤
の

弁
証
法
、
歴
史
的
制
約
性
、
革
命
的
解
決
。

第
四
の
重
点

子
ど
も
の
進
路
（
子
ど
も
の
行
為
、
ピ
ッ
ピ
ッ
ヒ
ー
ロ
ー
ゼ
）
。
－
物

語
的
な
緊
張
、
主
題
性
、
象
徴
、
国
民
性
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
モ
ザ
イ
ク
。

第
五
の
重
点

人
間
－
狼
、
だ
れ
が
－
だ
れ
を
？
（
ナ
チ
ス
親
衛
隊
幹
部
－
－
匡
療
収

容
所
委
員
会
の
対
立
的
立
場
。
地
下
ご
う
の
中
の
ヘ
ー
フ
ェ
ル
と
ク
ロ
ビ
ン

ス
キ
ー
。
解
放
活
動
の
I
L
K
部
の
責
任
）
。
思
想
内
容
と
芸
術
的
形
象
化
、

小
説
の
美
的
形
象
化
の
原
理
。
叙
述
の
党
派
性
、
比
較
、
階
級
闘
争
、
革
命

的
発
展
、
展
望
。

第
六
の
重
点
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公
然
と
し
た
抵
抗
、
蜂
起
、
勝
利
（
解
放
行
動
の
終
局
。
地
下
ご
う
で
の
た

た
か
い
、
ク
レ
ー
マ
t
の
責
任
、
移
送
の
遅
延
、
蜂
起
と
勝
利
）
。

エ
ピ
ソ
ー
ド
、
文
学
的
な
イ
メ
ー
ジ
（
B
i
喜
、
I
L
K
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
防

衛
、
国
民
性
と
展
望
的
形
象
化
、
小
説
の
模
写
的
性
格
。

第
七
の
重
点

総
括
、
深
化
（
ブ
ル
ー
ノ
・
ア
ー
ビ
ッ
ツ
、
生
活
と
作
品
の
綻
二
）
。

社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
形
象
化
原
理
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
。
党
派
性
と
芸
術
的

質
実
。

右
の
授
業
椛
鰹
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
こ
の
小
説
の
骨
格
を
し
っ
か
り

お
さ
え
て
、
主
と
し
て
対
立
葛
藤
の
中
で
の
人
物
の
生
き
方
を
、
生
徒
た
ち
自

身
の
生
き
方
と
か
か
わ
ら
せ
て
読
み
と
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
小
説
の
読
み
と
h
ソ
の
過
程
を
通
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
芸
学
的
知

識
を
学
び
と
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

で
は
、
一
時
間
の
授
業
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
の
か
。
右
の
う
ち
、
「
第

二
の
重
点
」
の
授
業
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

第
二
の
重
点
の
う
ち
の
前
者
、
つ
ま
り
「
二
つ
の
義
務
」
と
は
、
収
容
所
に

運
び
こ
ま
れ
た
ひ
と
り
の
小
さ
な
子
ど
も
の
命
を
救
う
と
い
う
こ
と
と
、
五
万

人
の
収
容
者
を
解
放
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
を
助
け
よ
う
と
す
れ

ば
、
五
万
人
の
解
放
は
で
き
な
く
な
る
、
し
か
し
五
万
人
を
救
お
う
と
す
れ
ば

子
ど
も
を
殺
し
て
し
ま
う
結
果
と
な
る
。
と
い
う
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
る
状
況

の
中
で
の
へ
ー
フ
ェ
ル
の
葛
藤
と
、
そ
の
首
藤
状
況
の
中
で
の
ポ
ッ
ホ
ウ
（
解

放
組
椒
I
L
K
の
指
導
者
）
の
要
求
と
を
読
み
と
り
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と

る
べ
き
か
を
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
、
こ
の
時
問
の
中
心
的
な
目
標
で
あ

る
。
生
徒
た
ち
は
、
二
つ
の
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
戒
律
、
つ
ま
り
、
単

純
な
人
間
的
要
求
と
党
の
高
い
歴
史
的
責
任
と
を
深
く
理
解
し
、
解
決
不
能
の

二
者
択
一
の
葛
藤
を
体
験
し
、
理
解
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
（
な
お
、
芸

術
的
な
形
象
化
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
も
目
標
に
な
っ
て
い
る
。
）

授
業
に
先
立
っ
て
、
次
の
課
題
が
「
準
備
の
宿
題
」
と
し
て
課
さ
れ
る
。
た

だ
し
、
事
情
に
よ
っ
て
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

。
子
ど
も
に
対
す
る
囚
人
の
態
度
。

0
子
ど
も
に
つ
い
て
の
葛
藤
に
対
す
る
ポ
ッ
ホ
ウ
の
見
解
。

。
両
者
の
見
解
を
テ
キ
ス
ト
の
該
当
箇
所
で
証
明
せ
よ
。
（
作
者
に
よ
る
説
明
、

ク
レ
ー
マ
1
と
の
対
話
、
内
的
な
独
白
か
ら
も
）

。
両
者
の
見
解
と
そ
の
理
由
を
、
引
用
文
に
よ
っ
て
対
立
さ
せ
よ
。

。
両
者
の
見
解
の
正
当
性
を
検
討
せ
よ
。

○
葛
藤
に
対
す
る
君
自
身
の
意
見
を
表
現
せ
よ
。

右
の
課
題
に
つ
い
て
学
習
し
て
き
た
こ
と
を
も
と
に
、
授
業
は
主
と
し
て
討

論
の
形
で
進
め
ら
れ
る
。
討
論
の
進
行
は
、
す
ぐ
れ
た
生
徒
に
よ
っ
て
導
か
れ

て
い
く
。
ま
た
、
根
拠
と
な
る
本
文
は
、
対
立
的
な
形
で
板
苔
さ
れ
る
。
討
論

は
、
本
文
の
該
当
箇
所
を
抜
き
出
し
な
が
ら
、
二
者
択
一
の
葛
藤
で
あ
る
こ
と

が
証
明
さ
れ
る
よ
う
に
組
織
さ
れ
て
い
く
。
討
論
の
終
わ
り
に
は
、
教
師
に
よ

っ
て
一
応
の
ま
と
め
が
与
え
ら
れ
、
新
し
い
観
点
の
も
と
で
の
討
論
の
発
展
が

め
ざ
さ
れ
る
。

こ
れ
が
「
第
二
の
重
点
」
の
授
業
展
開
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
授
業
に
お

い
て
、
生
徒
た
ち
は
ま
ず
へ
1
7
ェ
ル
と
子
ど
も
に
有
利
な
よ
う
に
判
断
す
る
。

そ
れ
は
、
生
徒
た
ち
の
感
情
に
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ポ
ッ
ホ

ウ
に
弱
さ
と
欠
点
を
見
よ
う
と
す
る
。
ポ
ッ
ホ
ウ
の
責
任
は
、
生
徒
に
は
ま
だ

認
識
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
生
徒
た
ち
は
、
囚
人
た
ち
や
へ
1
フ
ェ

ル
こ
そ
「
人
間
的
」
な
の
だ
と
考
え
る
。
五
万
人
の
囚
人
た
ち
に
対
し
て
負
っ

て
い
る
ポ
ッ
ホ
ウ
の
責
任
が
、
歴
史
的
に
意
義
の
あ
る
人
間
的
要
求
な
の
だ
と
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い
う
こ
と
、
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
生
徒
た
ち
は
見
過
ご
し
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
に
は
、
葛
藤
の
原
因
が
7
7
シ
ス
ト
の
強
制
収

容
所
の
中
の
犯
罪
的
な
ナ
チ
ス
親
衛
隊
（
S
S
）
の
テ
ロ
に
こ
そ
あ
る
と
い
う

こ
と
が
意
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
圧
政
の
近
づ
く
終

末
が
、
収
容
所
の
中
の
同
志
た
ち
に
新
し
い
可
能
性
を
開
く
が
、
ま
た
新
し
い

課
題
と
要
求
が
課
さ
れ
た
こ
と
を
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
葛
藤
の
解
決
に
と

っ
て
、
ご
く
わ
ず
か
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
ボ
ゴ
ル
ス
キ
ー
の
形
象
が
決
定
的

な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
は
意
識
さ
れ
な
い
。
こ
う
い
っ

た
生
徒
た
ち
の
読
み
の
浅
さ
が
、
授
業
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
て
い
く
。

以
上
の
よ
う
な
授
業
展
開
を
み
て
い
く
と
、
ま
ず
生
徒
た
ち
を
作
品
世
界
の

坤
に
投
げ
こ
み
、
文
学
世
界
を
体
験
さ
せ
つ
つ
、
作
品
と
対
決
さ
せ
、
あ
る
い

は
評
価
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
は
、
こ
れ
が
先
に
み
て
き
た
「
創
造

的
芸
術
痙
得
の
原
理
」
の
具
体
化
さ
れ
た
姿
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ

に
引
い
た
だ
け
の
断
片
的
な
授
業
に
よ
っ
て
「
原
理
」
の
具
現
化
さ
れ
た
姿
を

十
分
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
一
端
を
垣
間
見
た
し
だ
い
で
あ

る
。

四
　
「
文
学
の
授
業
の
原
理
」
の
特
質
と
意
義

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
文
学
教
育
論
に
お
け
る
「
文
学
の
授
業
の
原
理
」
は
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
教
授
学
的
要
求
と
文
学
受
容
論
的
要
求
と
の
統
一
の

ぅ
ぇ
に
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
と
き
と
し
て
教
育
と
文

学
と
は
相
反
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
国
の
場
合

に
は
そ
う
し
た
論
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
実
は
当
然
で
あ

っ
て
、
文
学
自
体
が
社
会
の
進
歩
発
展
に
寄
与
す
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
お
り
、
社
会
発
展
の
方
向
と
基
本
的
に
一
致
す
る
も
の
の
み
が
価
値
あ

る
文
学
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
教
授
学
的
要
求

と
文
学
受
容
論
的
要
求
と
の
統
一
の
う
え
に
「
文
学
の
授
業
の
原
理
」
を
導
き

出
す
と
い
う
視
点
は
、
「
文
学
の
授
業
の
原
理
」
を
考
え
て
い
く
う
え
で
重
要

な
示
唆
を
与
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
「
文
学
の
授
業
の
原
理
」
が
、
文
学
受
容
理
論
の
成
果
を
踏
ま
え
て

導
き
出
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
点
に
も
注
目
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
国
の
文
学
受
容

理
論
の
成
果
は
、
『
社
会
・
文
学
・
読
み
‥
1
文
学
受
容
の
理
論
』
と
し
て
一

九
七
三
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
、
受
容
理
論
の
歴
史

的
検
討
の
う
え
に
、
一
つ
の
受
容
理
論
を
打
ち
出
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
は
、

今
日
注
目
を
集
め
て
い
る
W
・
イ
ー
ザ
ー
の
読
者
論
の
批
判
な
ど
も
行
わ
れ
て

お
り
、
社
会
主
義
の
立
場
か
ら
の
受
容
理
論
の
発
展
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
「
文
学
の
授
業
の
原
理
」
は
、
当
然
に
も
文
学
受
容
理
論
を
基
礎
と
し
て

導
き
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
こ
の
因
の
「
原
理
」

の
導
き
出
し
方
に
は
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

と
り
わ
け
、
文
学
作
品
の
読
み
の
過
程
に
お
い
て
、
読
者
は
何
と
か
か
わ
り

ぁ
い
、
ど
の
よ
う
な
体
験
を
す
る
の
か
を
全
面
的
に
分
析
し
、
そ
の
よ
う
な
読

み
を
可
能
と
す
る
た
め
の
原
理
を
「
文
学
の
授
業
の
原
理
」
の
中
心
に
す
え
て

い
る
こ
と
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
文
学
の
授
業
の
原
理
」
を
考
え
て
い
く
際

に
も
参
考
に
な
る
。

文
学
作
品
の
読
み
の
過
程
は
複
雑
で
あ
り
、
か
つ
多
層
的
で
あ
る
。
こ
の
多

層
的
で
複
雑
な
過
程
を
分
析
し
、
そ
の
過
程
に
即
応
し
つ
つ
諸
原
理
を
打
ち
出

し
て
い
る
点
に
も
、
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
多
い
。

さ
ら
に
、
わ
が
国
で
は
西
郷
竹
彦
氏
ら
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
て
い

な
い
「
文
芸
学
的
な
知
識
や
概
念
、
方
法
」
を
、
文
学
作
品
の
読
み
そ
の
も
の

と
統
一
し
て
教
え
学
ば
せ
よ
う
と
す
る
原
理
も
、
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
考
え
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ら
れ
て
い
な
い
原
理
で
あ
る
だ
け
に
、
考
え
て
い
く
べ
き
課
題
を
示
唆
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

文
学
教
育
の
人
間
形
成
的
意
義
に
か
か
わ
っ
て
い
え
ば
、
文
学
教
育
の
人
格

形
成
的
意
義
（
個
人
的
意
義
）
と
社
会
主
義
社
会
形
成
的
意
義
の
統
一
を
め
ざ

す
べ
き
こ
と
を
「
原
理
」
と
し
て
掲
げ
て
い
る
点
に
も
、
一
つ
の
特
質
を
み
て

と
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
文
学
教
育
論
に
み
ら
れ

る
「
文
学
の
授
業
の
原
理
」
は
、
そ
の
理
論
構
築
の
視
点
と
方
法
お
よ
び
内
容

に
お
い
て
、
わ
が
国
の
文
学
教
育
に
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
私
的
に
は
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
国
語
教
育
を
全
面
的
体
系
的
に

と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
比
較
国
語
教
育
研
究
の
基
礎
の
一
つ
を
固
め
る
と

と
も
に
、
国
語
教
育
の
構
造
的
体
系
化
を
図
り
た
い
と
い
う
願
い
に
発
す
る
研

究
の
一
部
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
本
誌
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
内
容
で
あ
る
こ
と

を
お
そ
れ
つ
つ
、
執
筆
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
貴
重
な
紙
面
を
ふ
さ
い
だ
こ
と

を
お
わ
び
申
し
あ
げ
た
い
。
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附
記
　
拙
稿
「
文
学
教
育
の
独
自
性
に
つ
い
て
ー
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
国

語
教
育
論
か
ら
－
」
　
（
広
島
大
学
教
育
学
部
光
薬
会
『
国
語
教
育
研
究
』

第
二
十
四
号
）
を
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

－
広
島
大
学
教
育
学
部
助
教
授
∵
－

（
編
集
部
付
記
）
本
論
文
の
四
日
は
、
都
合
に
よ
り
、
既
に
第
一
〇
二
号
の
「
前

号
目
次
」
に
掲
げ
ま
し
た
題
目
と
相
違
し
て
お
り
ま
す
。
御
了
承
下
き
い
。
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