
ラ
ー
ス
　
の
　
国
　
語
　
教
　
育
　
論

-
　
近
代
ド
イ
ツ
国
語
教
育
史
研
究
-
-

`一

「
一
八
六
〇
年
代
の
お
わ
り
に
、
二
つ
の
ま
っ
た
く
異
な
る
出
発
点
か
ら
、

新
し
い
力
と
新
し
い
精
神
を
指
導
的
理
念
と
す
る
二
人
の
人
物
が
あ
ら
わ
れ

た
。
ル
ド
ル
フ
・
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
と
エ
ル
ン
ス
ト
・
ラ
ー
ス
が
そ
れ
で
あ

る
。
」
と
,
ア
ド
ル
フ
・
マ
テ
ィ
ア
ス
は
、
そ
の
著
「
ド
イ
ツ
語
教
授
史
」
の

中
で
述
べ
て
い
る
。
(
守
)

こ
の
二
人
の
人
物
の
う
ち
,
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
概
視

的
考
察
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
(
普
)
こ
こ
で
は
も
う
ひ
と
り
の
人
物
、
エ

ル
ン
ス
ト
・
ラ
ー
ス
(
E
r
n
s
t
L
a
a
s
)
を
と
り
あ
げ
,
そ
の
国
語
教
育
論
の

概
略
と
そ
の
史
的
位
置
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
.

二

と
こ
ろ
で
,
マ
テ
ィ
ア
ス
は
、
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
と
ラ
ー
ス
と
を
並
列
さ
せ

て
と
り
あ
げ
て
い
る
が
,
今
日
の
二
人
に
対
す
る
評
佃
は
、
ま
っ
た
-
只
な
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
「
か
れ
の
召
物
を
読
ま
な
い
も

の
は
ド
イ
ツ
語
の
教
師
と
は
一
手
完
い
。
」
(
普
)
と
ま
で
言
わ
れ
二
八
六

七
年
に
出
版
さ
れ
た
か
れ
の
若
「
ド
イ
ツ
の
言
語
教
授
に
つ
い
て
」
C
V
o
m

d
e
u
t
c
h
e
n
S
p
r
a
c
h
u
n
t
e
r
r
i
c
h
t
i
n
d
c
r
S
c
h
u
l
e
)
は
'
一
八
七
九

年
に
二
版
,
一
八
八
七
年
に
三
版
、
一
八
九
〇
年
に
四
版
,
一
八
九
六
年
に
五

版
と
、
増
補
を
加
え
な
が
ら
版
を
重
ね
,
完
二
〇
年
ま
で
に
1
瓦
版
、
元

五
九
年
に
は
二
六
板
を
出
す
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
東
ド
イ
ツ
で
薫
第
二

版
・
第
三
頃
で
増
補
さ
れ
た
「
ま
え
が
さ
と
「
付
録
」
も
あ
わ
せ
た
完
全
な

形
で
二
九
五
二
年
に
そ
の
改
訂
鮫
が
出
さ
れ
て
い
る
。
東
ド
イ
ツ
板
に
は
、

当
時
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
教
育
学
部
長
で
あ
っ
た
ダ
イ
テ
ル
ス
の
す
ぐ
れ
た
解
説

も
付
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
解
説
を
通
し
て
み
る
か
ぎ
り
、
東
ド
イ
ツ
に
お
い
て

も
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
は
き
わ
め
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
(
普
)

一
方
、
ラ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
ド
イ
ツ
の
同
語
教
育
関
係
文
献
の
中
に

そ
の
名
を
見
出
だ
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
。
有
名
な
「
教

育
百
科
郊
典
」
　
(
L
e
x
i
k
o
n
d
e
r
P
監
a
g
o
g
i
k
)
に
も
'
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン

J
・
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
ラ
ー
ス
の
名
を
見
出
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
0
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ゎ
す
か
に
、
「
教
授
論
原
典
抄
」
　
(
Q
u
e
l
l
e
n
z
u
r
u
n
t
e
r
r
i
c
h
t
s
l
e
h
r
e
)

の
第
1
巻
「
ド
イ
ツ
語
作
文
と
文
体
教
授
」
　
(
D
e
u
t
s
c
h
e
r
A
u
f
s
a
t
z

u
n
d
 
S
t
i
l
u
n
t
e
r
r
i
c
h
t
・
h
r
s
g
.
G
.
G
e
i
s
l
e
r
l
 
b
e
a
r
b
e
i
t
e
t

v
o
n
 
H
.
G
e
f
f
e
r
t
,
J
u
l
i
u
s
B
e
l
t
z
,
B
e
r
l
i
n
.
I
9
6
0
)
の
中
に
、

か
れ
の
作
文
テ
ー
マ
に
関
す
る
諭
(
文
学
的
テ
-
と
蒜
的
テ
ー
マ
)
が
一

部
引
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
う
し
た
へ
二
人
に
対
す
る
今
日
の
評
価
の
ち
が
い
は
何
に
起
因
す
る
の
で

ぁ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
の
解
明
は
、
こ
の
二
人
の
諭
を
ド
イ
ツ
国
語
教
育
史
の

中
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い

ま
の
と
こ
ろ
、
わ
た
く
L
に
は
こ
の
問
題
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
解
明
す
る
だ
け
の
用

志
が
な
い
o
そ
れ
に
、
な
に
よ
り
も
肝
心
の
資
料
そ
の
も
の
も
、
ほ
と
ん
ど
目

に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
0
こ
こ
で
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
ラ
ー

ス
に
つ
い
て
も
、
直
接
資
料
は
な
に
ひ
と
つ
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
O
こ

こ
で
は
へ
さ
き
に
引
い
た
マ
テ
ィ
ア
ス
の
「
ド
イ
ツ
語
教
授
史
」
を
ほ
と
ん
ど

聖
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
、
さ
さ
や
か
な
考
察
を
試
み
る
に
す
ぎ
な
い
。
た

だ
へ
そ
こ
か
ら
い
-
ら
か
な
り
と
も
,
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
語
教
育
の
成
立
と

原
田
を
あ
と
づ
け
,
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
語
拳
打
の
肝
史
的
性
格
、
ひ
い
て
は

ゎ
が
田
の
国
語
教
育
の
性
格
を
考
え
る
き
っ
か
け
が
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
わ
た

く
L
と
し
て
は
望
外
の
し
あ
わ
せ
で
あ
る
。

三

ェ
ル
ン
ス
ト
・
ラ
ー
ス
そ
の
人
に
つ
い
て
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
く
わ
し
く
知

る
染
料
を
も
ち
え
て
い
な
い
.
マ
イ
ヤ
ー
の
「
新
百
科
事
典
」
　
(
M
e
y
e
r
s

n
e
u
e
s
L
e
x
i
k
o
n
,
L
e
p
z
i
g
.
1
9
6
3
)
、
「
岩
披
哲
学
辞
典
」
　
(
大
正

二
空
〇
月
二
五
日
、
仙
窟
か
店
刊
)
、
「
岩
波
西
洋
人
名
辞
典
」
　
(
昭
和
七

竺
二
月
三
日
-
r
v
波
出
店
刊
)
な
ど
を
紐
合
し
て
知
り
え
た
と
こ
ろ
に
よ

る
と
'
ラ
ー
ス
は
、
一
八
三
七
年
六
月
〓
ハ
日
、
フ
エ
ル
ス
テ
ン
ヴ
ァ
ル
ト
に

生
ま
れ
た
。
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
ト
レ
ン
デ
レ
ン
プ
ル
ク
の
も
と
に
哲
学
を
学

び
二
八
七
二
年
新
設
の
ス
-
ラ
ス
ブ
ル
ク
大
学
の
哲
学
教
授
と
な
っ
た
。
か

れ
の
哲
学
に
つ
い
て
は
こ
こ
こ
で
述
べ
る
必
要
も
な
か
ろ
う
と
思
う
が
、
簡
単

に
言
え
ば
'
要
す
る
に
カ
ン
ト
の
先
験
哲
学
を
排
し
,
-
ル
や
コ
ン
ト
の
立
場

に
近
い
実
証
主
義
を
主
張
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
目
し
て

ぉ
く
べ
き
こ
と
は
'
か
れ
が
現
実
的
成
丘
的
所
与
を
重
視
し
,
知
覚
の
事
実
と

論
理
学
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
と
の
み
を
去
喝
に
し
て
軒
学
を
取
り
扱
う
べ
き
だ

と
主
張
し
た
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
主
張
は
,
か
れ
の
同
語
教
育
論
、
と
り
わ
け

作
文
教
育
論
と
無
線
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
0
な
お
ラ
ー
ス
が
こ

の
世
を
去
っ
た
の
は
、
1
<
八
五
年
七
月
二
五
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
0
時
に
四

八
技
、
比
較
的
短
い
生
楯
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ラ
ー
ス
の
著
苔
に
は
、
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K
a
n
t
、
s
A
n
a
l
o
g
i
e
 
d
e
r
 
E
r
f
a
h
r
u
n
g
,
1
8
7
6

I
d
e
a
l
i
s
m
u
s
u
n
d
p
o
s
i
t
i
v
i
s
m
u
s
,
1
8
7
9
-
8
3

な
ど
の
哲
学
関
係
の
箸
苔
の
ほ
か
に
,

(
3
)
　
D
e
r
 
d
e
u
t
s
c
h
e
A
u
f
s
a
t
z
 
i
n
 
d
e
r
 
e
r
s
t
e
n
G
y
m
n
a
s
i
a
l

K
l
a
s
s
e
　
(
p
r
i
t
n
a
)
-
E
i
n
 
H
a
n
d
b
u
c
h
 
f
u
r
 
L
e
h
r
e
r
 
u
n
d

S
c
昌
e
r
,
e
n
t
h
a
l
t
e
n
d
 
T
h
e
o
r
i
e
 
u
n
d
 
M
a
t
e
r
i
a
l
c
n

z
u
s
a
m
m
e
n
g
e
s
t
e
l
l
t
a
u
s
d
e
n
E
r
t
r
品
e
n
u
n
d
E
r
f
a
h
r
u
n
g
e
n

d
e
s
u
n
t
e
r
r
i
c
h
t
s
,
1
8
6
7
.
3
A
u
f
l
a
g
e
b
e
s
o
r
g
t
v
o
n
J
.

1
m
e
l
m
a
n
n
.
1
8
9
8
.



(
4
)
D
e
r
d
e
u
t
s
c
h
e
U
n
t
c
r
r
i
c
h
t
a
u
f
h
o
h
e
r
e
n
L
e
h
r
a
n
s
t
a
l
t
e
n
.

K
i
n
 
k
r
i
t
i
s
c
h
-
o
r
g
a
n
i
s
a
t
o
r
i
s
c
h
e
r
V
e
r
s
u
c
h
,
1
8
7
2
.

2
A
u
f
l
a
g
e
 
b
e
s
o
r
g
t
 
v
o
n
 
J
.
1
m
e
l
m
a
n
n
,
1
8
8
6
.

な
ど
の
、
中
等
学
校
間
語
教
育
に
関
す
る
著
書
が
あ
る
。
川
は
三
十
歳
の
時
へ

紬
は
三
十
五
歳
の
時
の
著
で
、
当
時
ラ
ー
ス
は
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
教
師
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

四
~

右
に
掲
げ
た
著
苔
の
う
ち
'
脚
の
「
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
第
l
級
に
お
け
る
ド
イ

ツ
語
作
文
」
の
初
版
が
出
さ
れ
た
l
八
六
七
年
は
、
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
が
「
ド

イ
ツ
の
言
語
教
授
に
つ
い
て
」
を
出
版
し
た
年
で
も
あ
る
O
ラ
ー
ス
と
ヒ
ル
デ

プ
ラ
ン
ト
と
で
は
、
前
者
が
中
等
学
校
の
国
語
教
育
を
問
題
に
L
t
後
者
が
主

と
し
て
初
等
学
校
の
望
笈
青
を
問
題
に
し
て
い
る
点
で
'
す
ぐ
さ
ま
両
者
を

比
模
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
も
翠
冬
ら
れ
る
が
'
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
の
望
E

教
育
論
が
,
や
が
て
初
等
学
校
を
こ
え
て
中
等
学
校
の
国
語
教
育
に
も
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
両
者
の
比
較
が
ま
っ
た
く
な
り
た

た
な
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
.
む
し
ろ
、
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
と
ド
イ
ツ
同
語
教
鞘
の
肝
史
的
性
格
が
よ
り
い
っ
そ
う

塑
S
L
か
に
な
る
と
琴
冬
り
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
'
ま
ず
は
じ
め
に
ヒ
ル
デ

ブ
ラ
ン
-
の
国
語
教
育
論
を
、
ご
く
簡
単
に
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
の
主
張
は
'
次
の
四
つ
の
テ
ー
ゼ
に
、
要
約
的
に
示
さ
れ

て
い
る
。

l
　
言
語
教
t
i
-
は
'
言
語
と
と
も
に
言
語
の
内
容
、
つ
ま
り
生
活
の
内
容

(
L
e
b
e
n
s
g
e
h
a
l
t
)
を
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
、
か
つ
あ
た
た
か
く
把
握
さ

せ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

虻
　
田
語
教
師
は
,
生
徒
白
身
が
自
分
で
発
見
で
き
る
も
の
を
教
え
て
は
な

・

;

'

2

"

'

蝣

>

Ⅲ
　
同
語
教
授
の
重
点
は
、
話
し
こ
と
ば
に
訳
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
o

Ⅳ
　
教
授
の
目
的
と
し
て
の
標
準
語
は
~
ラ
テ
ン
語
の
よ
う
に
、
な
に
か
そ
れ

自
体
の
た
め
に
拳
を
り
れ
る
べ
き
で
は
な
く
学
級
内
に
見
出
だ
さ
れ
る

俗
語
や
家
庭
語
と
の
密
接
な
関
連
に
お
い
て
教
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
-
の
こ
の
主
張
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の

国
語
教
育
の
状
況
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
(
と
く
に
中
等
学
校
の
ば
あ
い
)
、
同
語
教
育
は
古
典

語
教
授
の
模
倣
な
い
⊥
転
用
か
ら
出
発
し
た
o
(
誓
)
し
た
が
っ
て
'
そ
こ
で

は
,
言
語
の
知
識
(
と
く
に
文
法
的
知
識
)
の
習
得
、
文
作
や
修
辞
と
い
っ
た

言
語
形
式
の
訓
練
が
重
視
さ
れ
て
い
た
.
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
-
は
'
同
語
の
授
業

が
不
愉
快
で
お
も
し
ろ
く
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
'
「
そ
の

大
部
分
は
、
も
っ
と
も
多
く
使
用
さ
れ
る
単
な
る
形
式
的
な
知
的
作
業
の
一
面

性
か
ら
生
じ
る
.
」
(
r
L
三
6
)
と
述
べ
て
い
る
.

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
-
は
「
自
然
の
方
法
」
　
(
N
a
t

u
r
v
e
r
f
a
h
r
e
n
)
　
に
し
た
が
っ
た
国
語
教
育
を
主
張
す
る
。
た
と
え
ば
、

言
語
の
過
程
に
は
'
「
自
然
の
方
法
」
と
し
て
'
次
の
二
つ
の
方
向
が
あ
る

と
亭
っ
。
三
は
、
現
実
か
ら
体
験
へ
、
さ
ら
に
言
語
へ
と
い
う
'
言
語
獲

得
な
い
し
言
語
形
成
の
方
向
で
あ
り
、
も
う
三
は
、
言
語
を
閃
い
て
(
読
ん

で
)
体
験
や
心
情
を
想
起
す
る
過
程
で
あ
る
。
国
語
教
育
も
'
こ
の
「
自
然
の

過
程
」
に
従
う
べ
き
だ
と
す
る
の
で
あ
る
.
1
例
を
あ
げ
れ
ば
'
「
や
さ
し

い
」
と
い
う
語
に
お
い
て
は
'
「
子
ど
も
の
対
に
お
か
れ
た
母
の
手
」
を
恕
起

さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
O
　
(
第
一
テ
ー
ゼ
)
こ
の
「
自
然
」
に
し
た

が
う
と
な
る
と
'
文
法
な
ど
も
教
師
が
知
識
と
し
て
注
入
す
べ
き
も
の
で
は
な
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い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
語
の
規
則
は
、
子
ど
も
自
身
が
言
語
を
観
察
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
発
見
す
べ
き
も
の
で
あ
り
'
そ
の
よ
う
に
子
ど
も
を
し
っ
け
る

こ
と
が
言
語
教
育
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
　
i
&
i
l
'
K
I
ゼ
)

第
三
・
第
四
の
テ
ー
ゼ
も
、
同
様
の
根
拠
か
ら
出
て
き
て
い
る
.

ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
は
、
右
の
よ
う
に
、
言
語
の
形
式
的
取
り
扱
い
に
反
対

し
'
知
識
主
義
・
論
理
主
義
に
強
-
反
発
し
た
㍗
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
-
は
,
言
語

に
こ
も
っ
て
い
る
心
陥
を
よ
り
頂
祝
し
、
子
ど
も
た
ち
の
空
和
心
力
・
感
情
を
よ

り
頚
祝
し
た
.
し
か
し
反
面
、
そ
れ
は
言
語
教
育
の
体
系
を
失
う
結
果
に
も
な

り
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

ラ
ー
ス
を
こ
の
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
と
の
対
比
に
お
い
て
な
が
め
る
と
き
,
そ

こ
に
は
か
な
り
き
わ
だ
っ
た
対
照
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
ラ
ー
ス
の
読

み
方
教
育
論
と
作
文
教
育
論
を
と
り
あ
げ
・
そ
の
対
比
的
な
性
格
を
甲
り
か
に

し
て
い
き
た
い
。

五

ラ
ー
ス
の
読
み
方
故
育
論
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
か
れ
に
先
行
す
る
ヒ
-

ヶ
(
H
i
e
c
k
e
)
　
ワ
ッ
カ
ー
ナ
-
ゲ
ル
(
W
a
c
k
e
r
n
a
g
e
l
)
　
:
フ
ウ
マ
I

(
R
a
u
ヨ
e
r
)
な
ど
の
読
み
方
教
育
論
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
.
と
い
う
の
は
、
ラ
ー
ス
は
、
ヒ
ー
ケ
や
ワ
ッ
カ
ー
ナ
I
ゲ
ル
や
ラ
ウ
マ
I
の

所
論
に
反
対
し
て
か
れ
の
論
を
た
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
,
い
ま
そ

れ
を
は
じ
め
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
混
乱
を
ひ
き
お
こ
す
結
果
に
な
り
か
ね
な

い
の
で
、
こ
こ
で
は
保
留
し
て
'
結
論
だ
け
を
述
べ
る
と
・
次
の
よ
う
な
こ
と

に
ハ
蝣
*
<
0
'

ま
ず
へ
ラ
ー
ス
が
ヒ
I
ケ
を
非
難
す
る
の
は
、
ヒ
-
ケ
の
方
法
に
し
た
が
え

ば
'
作
品
全
体
を
粉
砕
し
て
、
苛
実
的
な
も
の
(
S
a
c
h
l
i
c
h
e
)
を
発
散
さ
せ

て
し
ま
う
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ヒ
ー
ケ
は
、
読
み
方
教
材
の

「
心
と
意
義
」
を
生
徒
に
預
識
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
と
く
に
部
分
の

揮
い
解
釈
(
E
r
k
】
a
r
u
n
g
)
票
崩
し
た
O
こ
の
肺
門
が
市
褐
さ
れ
す
ぎ
る

こ
と
を
ラ
ー
ス
は
心
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
〇

一
方
、
ラ
ウ
マ
I
に
対
し
て
も
'
ラ
ウ
マ
I
が
、
古
代
の
古
典
作
品
に
お
い

て
三
世
紀
以
来
ず
っ
と
行
な
わ
れ
て
き
た
解
珂
法
か
ら
は
な
れ
て
い
る
こ
と
を

非
難
し
て
い
る
。
椅
大
な
作
晶
は
解
釈
さ
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が

ラ
ー
ス
の
意
見
で
あ
る
。

ラ
ー
ス
の
こ
の
見
解
を
、
マ
テ
ィ
ア
ス
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
も
う
少

し
く
わ
し
-
言
う
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
名
作
が
'
も
っ
と
も
本
質
的
に
'
空
っ
に
刑
解
さ
れ
,
三
の
詩
、
1
つ

の
物
語
を
'
聞
き
手
の
魂
が
、
ま
じ
め
な
、
光
に
か
が
や
く
、
高
揚
し
た
成
伝

の
力
の
か
ぎ
り
を
つ
く
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
成
功
す
る
な
ら
ば
,
生
徒
の
興

味
を
喚
起
す
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
い
わ
ゆ
る
搾
喝
術
的
な
問

答
法
に
よ
っ
て
へ
あ
る
い
は
ま
た
ユ
ダ
ヤ
の
宗
教
家
の
　
D
e
u
t
e
1
-
u
n
d

口
E
t
e
l
s
u
c
h
t
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
ま
た
理
解
力
の
訓
練
に
よ
っ
て
,

聖
な
る
静
寂
が
み
た
さ
れ
る
こ
と
は
'
か
れ
に
は
無
骨
に
思
わ
れ
た
O
し
か
し

な
が
ら
ヘ
音
少
年
が
か
れ
ら
の
精
神
の
働
き
を
形
成
す
る
学
校
の
外
に
い
る
人

々
は
'
な
め
ら
か
に
、
よ
ど
み
な
-
、
閃
悪
な
し
に
子
ど
も
の
心
情
の
中
に
は

い
り
こ
ん
で
い
く
の
に
適
当
な
よ
う
に
は
な
に
ご
と
も
し
な
か
っ
た
し
,
子
ど

も
向
き
に
創
作
し
た
り
も
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
三
三
の
正
し
い
知

覚
を
用
意
す
る
た
め
に
は
.
あ
れ
こ
れ
が
解
明
さ
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
し
、
個

々
の
部
分
を
根
掴
り
柴
掘
り
つ
つ
き
す
ぎ
る
た
め
に
作
品
全
体
の
働
き
が
そ
こ

な
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
な
、
綿
密
に
し
て
適
度
な
方
法
で
解
明
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
分
析
は
総
令
に
、
個
々
の
理
解
は
全
体
印
象
に
、
多

-C2-



く
の
ば
あ
い
,
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
語
の
読
み
方
に
お
い
て

ち
,
『
見
る
こ
と
』
の
正
確
さ
を
鋭
敏
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
(
号
'

ラ
_
ス
は
、
こ
の
よ
う
に
「
個
々
の
も
t
の
の
解
釈
」
の
必
要
性
を
強
調
し
な

が
ら
も
,
ヒ
I
ケ
や
,
と
-
に
そ
の
熱
心
な
後
継
者
た
ち
へ
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の

人
々
の
お
ち
い
り
や
す
い
、
次
の
よ
う
な
行
き
過
ぎ
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
,
語
句
の
注
釈
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
を
見
失
う

こ
と
,
部
分
部
分
を
と
き
ほ
ぐ
す
こ
と
に
目
を
う
ば
わ
れ
て
、
生
徒
た
ち
が
全

体
を
知
些
芸
の
を
遮
断
し
て
し
ま
う
こ
と
'
要
す
る
に
部
分
の
解
釈
に
ば
か

り
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
全
休
を
見
失
う
こ
と
-
1
こ
れ
を
非
難
し
た
の
で
あ
る
.

マ
テ
ィ
ア
ス
は
,
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ラ
ー
ス
は
'
ヒ
-
ケ
が
、
高

次
の
意
味
で
読
み
方
を
教
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
人
が
、
注
患
深
い
へ
全
体

的
な
,
よ
く
考
え
た
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
明
瞭
さ
を
求
め
る
'
個
々

へ
の
深
化
か
ら
,
全
体
を
構
築
す
る
よ
う
に
(
ヒ
ー
ケ
の
読
み
方
の
方
法
が
あ

ま
り
に
も
寸
き
ざ
み
て
反
古
狂
的
で
あ
る
に
も
せ
よ
)
教
え
る
こ
と
の
課
題
を

正
し
く
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
'
ラ
ー
ス
は
、
ヒ
-
ケ

の
多
く
の
堅
.
L
n
に
お
い
て
,
か
つ
て
レ
ッ
シ
ン
グ
が
言
っ
た
こ
と
ば
を
想
起
す

る
の
で
あ
る
.
三
乗
の
わ
ら
を
か
ら
げ
る
の
に
'
人
は
機
械
を
動
か
す
必
要

は
な
い
。
わ
た
し
が
足
で
つ
き
倒
せ
る
も
の
を
、
わ
た
し
は
地
雷
で
爆
破
し
よ

う
と
は
思
わ
な
い
O
』
　
(
ハ
ン
ブ
ル
ク
紋
別
論
)
」
(
萱
)

一
方
、
ラ
ウ
マ
I
へ
の
ラ
ー
ス
の
批
判
に
つ
い
て
は
'
マ
テ
ィ
ア
ス
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ラ
ー
ス
に
は
,
か
れ
(
教
師
)
の
大
切
な
被
保
護
者
の
理
解
力
と
軽
辛
さ

を
知
っ
て
い
る
教
師
が
'
生
徒
た
ち
に
'
ま
じ
め
な
教
育
に
お
い
て
何
々
の
も

の
の
あ
ら
ゆ
る
障
害
に
つ
い
て
解
明
を
強
い
な
い
前
に
全
休
を
提
供
す
る
こ
と

は
,
非
難
す
べ
き
こ
と
に
E
心
わ
れ
た
o
ま
た
へ
ま
ち
が
っ
た
把
a
'
ま
ち
か
っ

た
g
L
解
,
あ
や
ま
り
を
、
生
徒
は
す
べ
て
を
理
解
し
な
い
に
し
て
も
大
き
な
全

休
は
つ
か
め
て
い
る
の
だ
と
い
っ
た
信
念
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
わ
か
ら
な
い
こ

と
も
自
然
に
わ
か
る
よ
う
に
な
る
の
だ
と
い
う
信
念
に
よ
っ
て
'
平
気
で
う
っ

ち
ゃ
っ
て
お
く
こ
と
も
、
ラ
ー
ス
に
は
非
難
す
べ
き
こ
と
に
思
わ
れ
た
o
　
(
中

略
)
ワ
ッ
カ
ー
ナ
-
ゲ
ル
や
ラ
ウ
マ
I
の
方
法
は
'
生
徒
の
受
身
の
慨
崖
と
怠

慢
に
と
っ
て
好
都
令
な
も
の
、
柑
神
的
な
活
動
に
で
は
な
く
相
神
的
な
の
・
セ
く

ら
に
奉
仕
す
る
も
の
、
ま
じ
め
な
、
根
本
的
な
精
神
行
為
に
で
は
な
く
夢
う
つ

つ
の
状
態
(
す
で
に
ク
イ
ン
テ
ィ
-
ア
ヌ
ス
が
過
失
と
よ
ん
だ
も
の
)
に
奉
仕

す
る
も
の
を
,
生
徒
の
た
め
に
な
る
も
の
と
し
て
、
か
れ
ら
に
提
供
す
る
危
険

を
お
か
す
こ
と
に
な
る
と
、
ラ
ー
ス
に
は
思
わ
れ
た
O
」
(
琵
9
)

以
上
の
よ
う
に
'
ラ
ー
ス
の
読
み
方
教
育
の
見
解
は
、
解
釈
に
お
い
て
常
に

問
題
に
な
る
,
部
分
と
全
体
の
相
互
開
通
の
さ
せ
方
、
そ
の
実
践
的
な
方
法
の

問
題
に
つ
い
て
、
一
見
き
わ
め
て
妥
当
な
見
解
を
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
マ
テ
ィ
ア
ス
は
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。
「
エ
ル
ン
ス
ト
:
7
-

ス
は
,
ラ
ウ
マ
I
や
ワ
ッ
カ
ー
ナ
I
ゲ
ル
や
ヒ
I
ケ
に
反
対
す
る
論
を
'
ド
イ

ツ
語
講
読
の
扱
い
に
つ
い
て
の
詳
論
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
~
か

れ
が
ヒ
I
ケ
に
対
し
て
行
な
っ
た
非
難
は
、
か
れ
自
身
は
そ
の
こ
と
に
正
し
く

気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
部
分
的
に
は
か
れ
自
身
に
も
は
ね
か
え
っ

て
き
て
い
る
。
」
(
・
柱
1
0
)
こ
の
マ
テ
ィ
ア
ス
の
言
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
と
す
れ

ば
,
ラ
ー
ス
も
ま
た
,
部
分
の
解
釈
・
語
句
の
注
釈
に
傾
き
が
ち
で
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

次
に
,
文
学
史
に
関
し
て
は
、
ラ
ー
ス
は
次
の
よ
う
な
文
学
史
的
断
面
の
み

を
要
求
し
た
.
た
と
え
ば
'
第
二
級
上
級
で
は
'
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
'
グ

_
ト
ル
ー
ン
,
ラ
イ
ネ
ケ
'
ヴ
ァ
ル
タ
ー
'
宮
廷
叙
事
詩
で
あ
る
。
ダ
ー
ト
ル
ー

ン
は
,
ド
イ
ツ
中
世
の
叙
郡
詩
の
名
も
し
く
は
そ
の
女
主
人
公
の
名
で
あ
る
。

蝣SI



ま
た
、
ラ
イ
ネ
ケ
と
は
、
ド
イ
ツ
中
世
の
叙
那
詩
の
主
人
公
役
の
狐
の
名
で
あ

る
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
と
い
う
の
は
、
「
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
歌
」
　
(
民
族
大
移
動
時
代
に

取
材
し
た
ラ
テ
ン
語
の
叙
訴
詩
)
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
,

す
べ
て
中
世
の
作
品
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ラ
ー
ス
は
,
ル
タ

ー

(

1

4

8

3

-

1

5

4

6

)

、

ザ

ッ

ク

ス

(

1

4

9

4

-

1

5

7

6

)

、

オ

ー

ビ

ッ

ツ

(

1

5

9

7

-

1

6

3

9

)

、

ゴ

ッ

ト

シ

エ

ツ

ト

(

1

7

0

0

-

6

6

)

,

ク

ロ

ッ

プ

シ

ュ

ト

ッ

ク

(

1

7

2

4

⊥
∞
O
u
)
を
、
文
学
史
の
中
心
点
に
す
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
,
一
六
世

紀
の
ル
タ
し
ザ
ッ
ク
ス
は
除
く
と
し
て
,
そ
の
他
の
三
人
に
つ
い
て
は
,

「
ド
イ
ツ
文
学
史
」
　
(
菊
地
栄
一
ほ
か
著
,
昭
和
三
〇
年
五
月
二
五
日
、
東
京

大
学
出
版
会
刊
)
に
は
,
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

の
　
オ
ー
ピ
ッ
ツ
ー
「
自
己
の
合
理
的
柑
神
に
従
っ
て
,
同
語
浄
化
の
た
め
に

活
動
す
る
と
と
も
に
、
文
学
の
形
式
や
ジ
ャ
ン
ル
の
木
質
に
つ
い
て
の
解
明
を

ぉ
こ
な
っ
た
。
(
中
略
)
彼
の
文
学
観
は
1
艇
に
,
空
想
の
ゆ
た
か
さ
や
成
伝

の
ふ
か
さ
よ
り
も
'
惰
性
の
明
断
さ
や
形
式
的
な
規
則
を
重
ん
じ
,
文
学
の
教

訓
性
を
強
調
し
て
い
て
'
か
な
り
.
T
面
的
で
あ
る
。
」
　
(
同
上
蔓
二
二
l
一

三
ペ
ー
ジ
)

切
　
ゴ
ツ
ト
シ
エ
ツ
-
1
「
文
学
は
感
情
や
空
想
の
仕
事
で
は
な
く
明
断
な

悟
性
の
仕
事
で
あ
り
、
正
し
い
知
識
が
文
学
の
源
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
文
学
は

こ
れ
を
増
得
す
る
こ
と
も
教
授
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
っ
て
,
そ
れ
に
は

規
則
を
知
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
。
(
中
略
)
文
学
の
目
的
は
単
に
楽
し
ま
せ

る
こ
と
で
な
く
嘉
穂
的
規
範
を
示
し
て
人
心
を
教
訓
老
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
が
ゴ
ッ
ト
シ
ュ
ト
の
文
学
論
の
警
1
1
で
あ
り
(
下
略
)
」
　
(
同
上
等
二

九
ペ
ー
ジ
)

/
i
　
ク
ロ
ッ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
「
-
「
ヴ
ォ
ル
フ
・
ゴ
ツ
ト
シ
エ
ト
的
啓
芸
主
義

の
な
か
へ
敬
塵
主
義
の
奔
流
を
流
し
こ
ん
で
、
黒
雲
挙
箭
性
偏
頚
の
頻
か

ら
成
蒔
中
心
の
柄
へ
捜
し
去
り
、
そ
こ
に
純
粋
頂
情
の
文
学
を
展
開
し
た
点

に
、
ク
ロ
ッ
プ
シ
ュ
ト
ツ
タ
の
文
学
的
意
味
と
功
紙
と
が
あ
る
。
」
　
(
同
上

書
、
三
五
～
三
六
ペ
ー
ジ
)

右
の
記
述
だ
け
か
ら
ラ
-
ス
の
文
学
史
相
な
い
し
文
学
教
育
史
初
を
う
ん
ぬ

ん
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
,
少
な
く

と
も
次
の
よ
う
な
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
は
,
文
学
史
の
下
限

が
十
八
世
紀
の
前
半
あ
た
り
に
な
っ
て
い
て
、
十
八
世
紀
の
後
半
か
ら
お
こ
っ

て
く
る
新
し
い
文
学
の
動
き
(
広
-
は
精
神
廿
蒜
と
よ
ば
れ
る
も
の
)
が
ほ
と

ん
ど
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
,

ゲ
ー
テ
も
シ
ラ
ー
も
中
心
的
に
は
章
冬
克
て
い
な
い
.
十
九
世
紀
も
末
に
近

い
時
点
に
い
た
ラ
ー
ス
・
か
ら
す
れ
ば
'
ゲ
ー
テ
や
シ
ラ
ー
と
は
お
よ
そ
苗
妃

の
差
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
'
当
然
文
学
史
の
範
囲
に
は
い
っ
て
よ
さ
そ
う

な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
'
す
べ
て
レ
ッ
シ
ン
グ
以
前
の
人
々
ば
か
り
で

ぁ
る
と
い
う
こ
と
は
'
ラ
ー
ス
の
な
ん
ら
か
の
考
え
方
に
よ
る
も
の
と
想
供
さ

れ
る
0
第
二
に
は
'
文
学
聖
州
家
を
苅
祝
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
.
し

か
も
へ
オ
ー
ビ
ッ
ツ
や
ゴ
ッ
-
シ
エ
ツ
ト
の
よ
う
に
,
悟
性
的
規
則
的
教
訓
的

な
文
学
鰯
の
持
ち
主
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る

と
'
ラ
ー
ス
が
文
学
史
教
育
で
ね
ら
っ
た
も
の
は
'
案
外
文
学
の
悟
性
的
側
面

の
教
育
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
伶
さ
れ
る
O

マ
テ
ィ
ア
ス
は
'
ラ
ー
ス
の
「
強
い
張
り
す
ぎ
」
　
(
突
飛
す
ぎ
る
こ
と
)

(
e
i
n
e
s
t
a
r
k
e
S
p
a
n
n
t
h
e
i
t
)
と
し
て
'
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
を

ぁ
げ
て
い
る
。
第
二
級
上
級
に
お
い
て
、
中
世
の
叙
事
詩
の
蒜
的
性
格
が
与

ぇ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
こ
と
へ
中
世
叙
事
詩
の
佃
有
の
芸
術
形
式
と
ロ

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
内
容
に
導
き
入
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
こ
と
,
フ
エ
ル
デ

ヶ
'
ハ
ル
-
マ
ン
、
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
'
ゴ
ッ
ト
7
-
-
ド
(
い
ず
れ
も
中
世
の
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詩
人
)
を
、
そ
の
主
嬰
作
品
と
と
も
に
あ
げ
て
い
る
こ
と
ニ
コ
ッ
ト
シ
エ
ツ
ト

に
つ
い
て
き
わ
め
て
詳
細
に
教
授
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
'
オ
ー
ビ
ッ
ツ
に

お
い
て
近
代
高
地
ド
イ
ツ
語
の
詩
学
の
根
底
を
与
え
、
ロ
ン
サ
ー
ル
(
フ
ラ
ン

ス
の
十
六
世
紀
の
詩
人
)
に
し
た
が
っ
て
詩
を
扱
う
べ
告
で
あ
る
と
し
て
い
る

こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
中
世
詩
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
が
,
か
え
っ
て
こ
こ
に
、
ラ
ー
ス
の
特
質
が
露
ロ
‡
て
い
る

と
も
み
ら
れ
よ
う
0
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ッ
-
'
オ
ー
ビ
ッ
ツ
に
対
す
る
比
重
の
か
け

か
た
ー
そ
こ
に
も
ラ
ー
ス
の
特
質
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
o

右
に
み
て
き
た
よ
う
に
,
ラ
ー
ス
の
読
み
方
教
育
論
・
文
学
教
育
論
に
は
'

か
な
り
保
守
的
・
伝
統
的
な
傾
向
が
強
く
み
ら
れ
、
ま
た
、
詩
学
・
文
学
理
論

を
重
視
す
る
傾
向
も
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
o
作
品
堕
班
の
扱
い
に
つ
い
て

は
,
全
体
直
観
よ
り
も
分
析
・
解
釈
が
先
行
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
伝
統
的
な

解
釈
法
を
重
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
か
れ
の
同
語
教
育
論
の
知
性
主
義
的

性
格
・
論
理
主
義
的
性
格
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
.

六

十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
中
等
学
校
に
お
け
る
作
文
教
育
は
、
つ
ね
に
作
品
講

読
と
の
関
連
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ー
ス
の
作
文
教
育
論
も
.
 
、
そ

の
例
外
で
は
な
い
O
以
下
,
ラ
ー
ス
の
作
文
教
育
論
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て

い
き
た
い
。

ラ
ー
ス
は
,
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
生
徒
は
、
ま
っ
た
-
他
人
の
見

解
を
、
美
学
的
方
法
で
統
括
し
た
り
、
発
展
さ
せ
た
り
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た

り
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
生
徒
は
,
模
範
的
な
理
論
の
討
議
に
よ
っ
て
へ
生
徒

の
中
に
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
理
論
的
な
根
本
信
念
を
応
用
す
る
よ
う
に
な
ら

"
^
　
-
r
∵
∴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∴
・
:
∵
、
I
I
.
.
'
∵

(
し
か
し
な
が
ら
)
そ
の
た
め
に
道
徳
的
な
危
険
が
生
じ
る
よ
う
な
こ
と
は
な

い
。
・
-
‥
教
師
は
,
何
に
よ
っ
`
て
作
品
が
敬
虎
な
尊
敬
の
高
み
に
保
持
さ
れ
る

べ
き
か
を
知
っ
て
い
る
で
_
ぁ
ろ
う
。
教
師
は
,
竺
完
と
甘
霞
に
対
し
て
必
賓

な
火
消
し
と
対
抗
を
用
意
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
-
も
し
教
師
が
這
に
つ

ま
ら
ぬ
人
間
で
な
い
な
ら
ば
。
」
(
琵
)
つ
ま
り
、
ラ
ー
ス
は
'
文
学
理
論
の

学
封
で
え
た
も
の
を
用
い
て
,
文
学
作
品
の
批
評
を
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

右
の
立
場
か
ら
,
ラ
ー
ス
は
、
ヒ
-
ケ
が
作
口
講
読
か
ら
次
の
よ
う
な
作
文

テ
ー
マ
を
た
て
た
こ
と
さ
え
も
非
難
し
て
い
る
。

○
シ
ラ
ー
の
す
べ
て
の
詩
に
み
ら
れ
る
哲
学
的
確
素
に
つ
い
て

・
〇
ウ
ー
フ
ン
ト
(
引
用
者
注
・
詩
人
　
1
7
8
7
⊥
8
6
2
)
の
性
格
の
探
究

○
イ
フ
ィ
ゲ
ニ
ア
や
タ
ッ
ソ
-
(
引
用
老
注
、
ゲ
ー
テ
壮
年
期
の
代
表
作

品
,
伝
統
的
な
詩
形
に
よ
っ
て
苔
か
れ
て
い
る
。
)
に
お
け
る
多
く
の
モ

ノ
ロ
ー
グ
は
何
に
基
づ
い
て
い
る
か
。

こ
れ
に
対
し
て
,
ラ
ー
ス
は
次
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
た
て
て
い
る
。

○
な
ぜ
詩
人
は
哲
学
者
で
は
あ
り
え
な
い
し
'
そ
う
な
ろ
う
と
し
な
い
の

か
。

○
カ
イ
ル
ス
伯
爵
は
,
い
か
に
ク
ロ
ッ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
メ
シ
ア
に
つ
い
て

判
断
し
た
か
。

○
ゲ
ー
テ
の
イ
フ
ィ
ケ
ニ
ア
と
タ
ッ
ソ
-
は
決
し
て
ド
ラ
マ
で
は
な
い
か
。

そ
れ
で
は
い
っ
た
い
そ
れ
ら
は
何
か
。

○
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
レ
ッ
シ
ン
グ
の
い
う
意
味
に
お
い
て
'
ゲ
ー
テ
の
タ

ッ
ソ
I
の
結
末
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
あ
る
か
。

こ
の
よ
う
に
,
ラ
ー
ス
は
文
学
の
一
般
的
性
格
か
ら
作
品
を
批
評
す
る
こ
と

を
、
生
徒
の
作
文
に
項
求
し
た
。
し
か
も
、
か
れ
は
ド
イ
ツ
文
学
に
結
び
つ
く
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テ
ー
マ
だ
け
を
作
文
の
テ
ー
マ
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
O
も
ち
ろ
ん
,

ド
イ
ツ
文
学
に
重
き
を
お
き
は
し
た
が
'
実
際
に
は
、
次
の
よ
う
な
素
材
を
作

文
テ
ー
マ
の
取
材
源
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
,
シ
ェ
ー
ク

ス
ピ
ア
劇
へ
ギ
-
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
の
学
校
詩
へ
フ
ラ
ン
ス
古
典
文
学
,
中
世
近

世
政
治
史
'
ギ
-
シ
ャ
の
散
文
読
み
物
へ
生
活
な
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
,
ロ
ー

マ
散
文
読
み
物
と
古
代
史
だ
け
は
'
日
中
フ
テ
ン
語
作
文
の
た
め
に
と
っ
て
お

く
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
ド
イ
ツ
語
作
文
に
は
と
り
あ
げ
て
い
な
い
。

ラ
ー
ス
が
'
こ
の
よ
う
な
1
般
的
な
性
格
の
テ
ー
マ
に
重
点
を
お
い
た
こ

と
に
つ
い
て
、
ア
-
ベ
ル
-
(
A
p
e
-
t
)
は
'
「
ド
イ
ツ
語
作
文
は
、
ラ
ー
ス

に
あ
っ
て
は
科
学
の
予
備
教
育
(
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
P
r
o
p
a
d
e
u
t
i
k
)

の
固
有
の
器
官
で
あ
っ
た
.
」
(
蛇
は
)
と
述
べ
て
い
る
と
い
う
。
ラ
ー
ス
自
身

も
、
「
作
文
と
結
び
つ
い
た
活
動
は
、
単
な
る
論
理
学
の
予
備
教
育
で
は
な

く
、
ま
っ
た
く
一
般
的
な
、
科
学
の
予
備
教
育
だ
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で

ぁ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
O
さ
ら
に
続
け
て
'
「
作
文
で
必
顎
に
な
っ
て
く

る
研
究
・
執
茸
・
抜
す
い
・
分
析
・
総
合
の
な
か
に
、
科
学
的
な
活
動
の
大
部

分
の
序
曲
が
あ
る
。
(
中
略
)
わ
た
-
L
に
は
、
作
文
が
,
科
学
的
な
活
動

(
学
巴
へ
科
学
的
な
課
題
の
た
め
の
活
動
(
学
習
)
に
,
他
の
あ
ら
ゆ
る
練

習
よ
り
も
近
寄
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
」
(
江
-
)
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
し
だ
い
で
、
マ
テ
ィ
ア
ス
は
'
ヒ
-
ケ
と
ラ
ー
ス
と
を
対
比
し

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
T
ヒ
I
ケ
に
は
'
詩
人
に
よ
っ
て
意
欲
さ
れ
た

も
の
へ
創
作
さ
れ
た
も
の
へ
繊
細
な
成
茸
に
よ
る
詩
的
共
感
か
ら
出
て
く
る
観

ヽ

点
が
み
ち
み
ち
て
お
り
'
ラ
ー
ス
に
は
、
弁
証
決
的
な
鋭
さ
と
論
理
的
な
力
か

ら
よ
り
以
上
に
出
て
-
る
初
点
が
み
ち
み
ち
て
い
る
。
」
(
琵
1
-
)
と
。
ラ
ー
ス

・
の
作
文
教
育
論
は
'
文
学
を
素
材
と
す
る
点
で
ヒ
-
ケ
の
流
れ
を
く
む
も
の
で

は
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
は
'
論
理
主
義
的
・
哲
学
的
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。

ラ
ー
ス
が
作
文
教
育
の
目
的
と
し
て
考
え
た
こ
と
は
,
右
に
み
た
よ
う
に
、

「
科
学
・
哲
学
の
予
備
教
育
」
を
行
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
日
的
を
達

成
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
は
'
ド
イ
ツ
語
(
国
語
教
育
)
と
ギ
-
シ
ャ
語
講

読
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
か
れ
は
,
ド
イ
ツ

語
と
哲
学
と
を
融
合
さ
せ
へ
ド
イ
ツ
語
を
哲
学
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ

ぅ
し
て
、
そ
れ
に
修
辞
学
を
強
-
近
寄
せ
へ
修
辞
学
を
近
代
の
陶
冶
の
必
嬰
性

に
適
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
,
ド
イ
ツ
中
等

学
校
の
国
語
教
育
は
'
古
典
語
教
授
の
模
倣
・
転
用
か
ら
出
発
し
,
作
文
に
あ

っ
て
は
ギ
-
シ
ャ
語
の
修
辞
・
形
式
に
な
ら
っ
て
む
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
が
'
ラ
ー
ス
は
へ
こ
の
方
法
を
・
新
し
い
目
的
の
た
め
に
よ
み
が
え
ら

せ
よ
う
と
し
た
と
皇
口
え
よ
う
。
論
理
的
規
則
に
し
た
が
っ
て
、
抽
象
的
二
艇

的
・
道
徳
的
な
課
題
に
つ
い
て
作
文
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
,
一
種
の
哲
学
的
予

備
教
育
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
が
'
ラ
ー
ス
の
作
文
教
育
論
で
あ
っ
た
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。

七

以
上
'
ラ
ー
ス
の
読
み
方
教
育
論
と
作
文
教
育
論
を
と
り
あ
げ
て
,
そ
の
性

格
を
と
ら
え
よ
う
と
試
み
て
き
た
.
そ
の
結
果
,
か
れ
の
国
語
教
育
論
に
は
,

理
知
主
義
的
・
論
理
主
義
的
・
哲
学
的
な
傾
向
が
か
な
り
強
く
み
ら
れ
る
と
い

ぅ
二
応
の
結
論
に
達
し
た
。
ラ
ー
ス
は
、
意
識
的
な
も
の
、
悟
性
的
な
も
の

を
重
視
し
'
体
系
性
を
重
ん
じ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

1
方
へ
同
時
代
の
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
-
は
,
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
無
意

識
的
な
も
の
、
情
意
的
な
も
の
を
重
視
し
、
い
わ
ば
無
体
系
性
を
重
ん
じ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
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い
ま
,
こ
の
二
人
の
対
比
を
鮮
明
に
す
る
た
め
に
や
や
極
端
な
図
式
化
を
あ

え
て
試
み
る
な
ら
ば
,
次
の
よ
う
に
も
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

中
間
報
告
と
し
て
,
い
-
ら
か
の
考
察
を
試
み
た
し
だ
い
で
あ
る
。

A
　
ラ
ー
ス

合
理
主
義

悟
性
尊
重

i・ ・・〓

伝
統
的
・
保
守
的

B
　
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト

非
<
3
g
^
ォ

感
性
尊
重

朴
什
V
p
的

革
新
的
・
進
歩
的

右
の
図
式
化
に
は
,
や
や
形
式
的
な
処
理
に
走
り
過
ぎ
て
い
る
点
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
,
こ
の
二
人
に
は
、
た
し
か
に
対
比
的
に
考
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
が
多
い
。
そ
し
て
,
こ
の
二
人
の
立
場
は
、
わ
が
国
の
国
語
教
育
の
中

に
も
,
た
し
か
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
国
民
主

義
の
拾
輿
や
が
て
民
族
主
義
・
国
粋
主
義
へ
の
傾
倒
と
、
歴
史
的
な
展
開
を

と
げ
、
国
語
教
育
に
お
い
て
も
,
ド
イ
ツ
精
神
の
陶
冶
、
重
心
へ
勇
気
と
い
っ

た
情
意
的
な
も
の
の
陶
冶
が
ま
す
ま
す
社
調
さ
れ
て
く
る
.
人
間
の
中
の
非
合

理
お
も
の
が
,
ま
す
ま
す
重
視
さ
れ
て
く
る
。
そ
う
し
た
歩
み
の
な
か
で
'
ヒ

ル
デ
プ
ラ
ン
ト
の
主
張
の
一
面
「
ド
イ
ツ
的
陶
冶
」
は
、
過
度
に
頚
視
さ
れ
た

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ラ
ー
ス
が
忘
れ
ら
れ
、
ヒ
~
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
が
今
日
も
な

お
、
国
語
教
育
の
古
典
と
し
て
な
が
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
こ
の
よ
う
な
そ

の
後
の
ド
イ
ツ
国
語
敢
行
の
歩
み
に
よ
る
と
こ
ろ
も
多
い
で
あ
ろ
う
O
し
か

し
,
ラ
ー
ス
と
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
と
の
対
立
・
矛
盾
は
、
い
ま
も
な
お
、
形
を

か
え
て
存
続
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
的
な
も
の
と

ラ
t
ス
的
な
も
の
と
は
、
国
語
教
育
を
考
え
て
い
-
う
え
で
、
三
の
指
標
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
,
こ
れ
は
き
わ
め
て
極
端
に
考
え
た
ば
あ
い
の
こ
と
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
国
語
教
育
史
に
お
け
る
ラ
ー
ス
の
位
置
に
つ
い
て
は
へ
な
お
考
え
て
い

く
べ
き
多
-
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
'
さ
さ
や
か
な
茄
礎
調
査
の
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