
文
学
教
育
の
独
自
性
に
つ
　
い
て

-
　
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
国
語
教
育
論
か
ら
1

大
　
　
槻

n
H

一
末
つ

夫

日
本
の
学
校
教
育
で
は
、
文
学
科
と
い
う
教
科
も
な
け
れ
ば
、
文
学
と
い
う

科
目
も
な
い
。
教
材
と
し
て
文
学
作
品
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
は
い
て
も
、
そ
れ

は
、
公
的
に
は
「
読
む
こ
と
」
な
い
し
「
理
解
」
領
域
の
一
部
と
し
て
で
あ
っ

て
、
学
習
指
導
重
税
の
ど
こ
を
さ
が
し
て
も
「
文
学
教
育
」
と
い
う
語
は
見
当

た
ら
な
い
。

こ
う
し
た
公
的
な
扱
い
に
つ
い
て
は
、
当
然
、
多
く
の
批
判
が
あ
り
へ
文
学

教
育
の
正
当
な
位
置
づ
け
を
求
め
る
声
も
'
根
強
-
存
在
し
て
い
る
。
た
だ
、

文
学
教
育
を
ど
う
化
田
づ
け
る
か
に
つ
い
て
は
、
芸
術
教
育
の
一
分
野
と
す
る

も
の
、
国
語
科
の
t
分
野
と
す
る
も
の
'
芸
術
教
育
と
言
語
教
育
の
両
方
に
ま

た
が
る
一
教
科
と
す
る
も
の
な
ど
、
そ
の
主
張
、
提
唱
の
な
か
み
に
は
ち
が
い

が
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
ち
が
い
が
あ
る
に
せ
よ
'
そ
れ
ら
の
主
張
に
は
'
文

学
教
育
の
独
自
性
を
認
め
る
点
で
は
二
敦
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
文
学
教
育
に
は
、
1
教
科
な
い
し
一
科
目
を
立
て
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
ほ
ど
の
独
自
性
が
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
か
0
本
稲
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
て
い
-
た
め
の
1
つ
の
汽
料

を
提
供
し
'
そ
こ
に
若
干
の
私
見
を
つ
け
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

〓

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
十
年
制
t
般
陶
冶
総
合
技
術
高
等
学
校
　
(
日
本
の

小
・
中
学
校
に
相
当
す
る
義
務
教
育
学
校
で
、
日
本
の
高
校
一
年
相
当
ま
で
の

十
年
間
に
わ
た
る
教
育
を
行
う
)
の
教
科
課
程
で
は
'
五
学
年
か
ら
国
語
科
の

中
に
文
学
科
(
科
目
)
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
文
学
教
育
が
相
対
的

に
独
自
の
領
域
と
し
て
公
的
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
0

で
は
'
文
学
教
育
の
独
自
性
は
'
ど
の
よ
う
な
点
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
理
論
的
に
解
明
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
文
献
は
、
一
九
七

三
年
に
ア
ウ
フ
バ
ウ
出
版
か
ら
出
さ
れ
た
「
社
会
・
文
学
・
読
み
1
文
学
鑑
質

の
理
論
-
」
　
(
G
e
s
e
l
s
c
h
a
f
t
-
L
i
t
e
r
a
t
u
r
-
L
e
s
e
n
,
L
i
t
e
r
a
t
u
r
-
r

e
z
e
p
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
r
 
S
i
c
h
t
,
A
u
b
a
u
-
V
e
r
l
a
g
,
B
e
r
l
i
-

n
 
u
n
d
W
e
i
m
a
r
　
1
9
7
3
)
で
あ
る
.
し
か
し
'
現
時
点
で
は
L
J
の
文
献
を

み
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
'
本
稿
で
は
'
「
文
学
教
育
第
五
学
年
-
教
科

専
門
学
的
方
法
学
的
手
引
き
-
」
(
L
i
t
e
r
a
t
u
r
u
n
t
e
r
r
i
c
h
t
s
.
K
l
a
s
s
e
,

F
a
c
h
w
i
s
s
e
n
s
c
h
o
t
l
i
c
h
e
 
u
n
d
 
m
e
t
h
o
d
i
s
c
h
e
 
A
n
l
e
i
t
u
n
g
.
V
o
l

k
 
u
n
d
W
i
s
s
e
n
 
V
o
l
k
s
e
i
g
e
n
e
r
 
V
e
r
l
a
g
1
9
6
6
1
9
7
4
6
.
S
.
7
-
2
3
)

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
論
文
に
よ
っ
て
'
以
下
の
記
述
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
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レ
ー
ル
プ
ラ
ン

る
O
な
お
、
本
宙
は
、
学
習
指
導
婁
餌
を
実
践
に
移
す
た
め
の
教
師
用
指
導
怨

と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
'
木
詔
の
論
文
も
'
個
人
の
署
名

論
文
と
い
え
ど
も
へ
こ
の
国
の
公
的
な
見
解
を
述
べ
た
も
の
と
み
な
す
こ
七
も

で
き
よ
う
0
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
論
文
"
N
u
r
 
S
p
e
z
i
f
i
k
 
d
e
r
 
L
i
t
e
r
a
s
t
-

h
e
t
i
s
c
h
e
n
 
B
i
l
d
u
n
g
 
u
n
d
 
E
r
Z
i
e
h
u
n
g
'
も
'
ハ
ン
ス
・
マ
ル
ネ
ッ

チ
(
H
a
n
s
 
M
a
r
n
e
t
t
e
)
と
ヘ
ル
タ
・
マ
ル
ネ
ッ
テ
　
(
H
e
r
t
a
 
M
a
r
n
e
-

t
t
e
)
の
共
同
論
文
で
あ
る
が
、
集
団
討
議
を
ふ
ま
え
た
、
公
的
な
見
解
と
し

て
受
け
と
め
て
さ
し
つ
か
え
な
か
ろ
う
と
思
う
。

≡

さ
て
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
で
は
'
文
学
教
育
の
独
自
性
は
、
ど
の
よ
う
な

視
点
か
ら
理
論
的
に
某
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
。
ま
ず
こ
の
点
を
、
さ
き
の
論

文
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
次
に
示
す
の
は
、

そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
こ
の
論
文
の
要
点
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

l
、
文
学
の
特
殊
性

H
I
材
料
(
こ
と
ば
)

l
　
文
学
の
特
殊
な
可
能
性

2
　
文
学
の
狂
得
の
し
方

f
I
　
文
学
表
現
の
特
殊
性

二
、
社
会
主
義
に
お
け
る
文
学
的
生
活
の
特
殊
性
　
′

H
　
文
学
や
文
学
生
活
の
歴
史
的
に
新
し
い
質

(コ　H　、 (ヨ(コ

芸
術
・
文
学
の
機
能
の
変
化

自
己
理
解
や
探
索
の
質
的
に
新
し
い
器
官
へ
の
文
学
の
形
成

文
学
享
受
の
特
殊
性

糊
持
す
る
'
蝣
'
J
封

美
的
知
覚

臼
　
美
的
体
験

印
　
作
品
に
向
か
う
こ
と
と
自
己
自
身
に
関
連
づ
け
る
こ
と
の
弁
証
法

・
田
　
人
格
的
・
社
会
的
実
践
へ
の
転
換

四
、
文
学
の
授
業
に
お
け
る
文
学
学
習
の
特
殊
性

H
　
個
人
的
な
享
受
と
集
団
的
享
受
の
弁
証
法

肖
　
享
受
過
程
の
組
純
化
と
指
導

日
　
自
然
的
な
読
む
・
鑑
i
E
と
指
導
さ
れ
た
読
む
・
鑑
父
と
の
交
互
作
用

印
'
S
'
Z
-
'
u
L
J
l
と
望
S
S
&
^
O
弁
試
i
i
l

右
に
み
る
ど
と
く
'
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
で
ば
、
文
学
教
育
の
独
自
性
は
①

文
学
が
他
の
芸
術
と
は
異
な
る
特
殊
性
、
◎
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
文
学
や

文
学
生
活
の
質
・
機
能
・
役
割
、
◎
文
学
独
特
の
享
受
の
し
か
た
'
④
文
学
の

授
業
に
お
け
る
文
学
特
有
の
学
習
の
し
か
た
、
の
四
点
か
ら
理
論
的
に
説
明
さ
一

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
解
明
さ
れ
た
文
学
教
育
の
独
自
性
は
、
文
学
科
　
1
5

を
相
対
的
に
独
立
し
た
科
目
と
し
て
設
定
す
る
根
拠
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
一

文
学
の
授
業
の
目
標
・
内
容
・
方
法
の
独
自
性
・
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
理

論
的
根
拠
と
も
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
視
点
か
ら
、
文
学
教
育
の
独
自
性
は
ど
の
よ
う
に
説

か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
へ
順
を
迫
っ
て
み
て
い
き
た
い
。

四

ま
ず
、
「
文
学
の
特
殊
性
」
に
つ
い
て
は
へ
大
要
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い

る
。文

学
は
、
こ
と
ば
に
よ
る
(
こ
と
ば
を
材
料
と
す
る
)
芸
術
で
あ
る
。
こ
の

「
こ
と
ば
」
を
材
料
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
で
は
不
可

能
な
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
ま
ず
第
1
に
'
文
学
で
は
、
空
間
的
時
間
的
限
界

が
な
い
。
「
文
学
は
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
お
け
る
ど
と
く
、
二
千
年
を
包
括



す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
あ
る
い
は
空
想
小
説
の
よ
う
に
、
三
-
四
千
年
も
、

宇
伍
的
な
広
が
り
で
先
へ
進
む
こ
と
も
で
き
る
U
時
間
を
引
き
の
ば
す
こ
と

も
、
き
り
締
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
時
間
的
空
間
的
な
限
界
を

も
た
な
い
で
対
象
を
表
現
で
き
る
点
が
'
文
学
の
-
つ
の
特
殊
性
で
あ
る
。
第

二
に
、
文
学
は
、
「
他
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
よ
り
も
イ
ン
テ
ン
シ
ヴ
に
、
人
間
思

考
と
感
情
を
そ
の
統
I
と
交
互
作
用
に
お
い
て
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
U
こ

の
再
現
は
、
内
心
の
独
自
、
体
験
談
へ
詔
の
遠
近
な
ど
の
手
法
を
使
っ
て
直
接

行
う
こ
と
も
で
き
る
o
第
三
に
、
文
学
は
'
「
内
面
的
な
精
神
生
活
と
外
的
な

環
境
と
の
交
互
作
用
を
'
比
較
的
高
度
に
描
く
こ
と
が
で
き
、
こ
の
兆
槌
に
立

っ
て
、
個
人
と
個
人
、
個
人
と
社
会
の
問
の
交
互
作
用
を
描
く
こ
と
が
で
き

る
〕
第
四
に
、
文
学
は
、
「
個
人
の
発
達
過
程
や
社
会
の
歴
史
的
な
発
展
過
程

を
、
そ
の
い
た
り
つ
い
た
姿
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
直
接
、
そ
の
具
体
的
な

発
達
・
展
間
の
経
過
に
お
い
て
描
-
こ
と
が
で
き
る
]
こ
れ
ら
四
点
の
可
能
性

の
ゆ
え
に
、
文
学
は
も
っ
と
も
洗
練
さ
れ
た
芸
術
の
部
門
に
属
す
る
と
い
え
る

し
、
ま
た
、
劇
、
映
画
'
唱
歌
へ
歌
劇
の
よ
う
な
複
合
的
芸
術
部
門
の
本
質
的

な
要
素
と
な
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
.

こ
う
し
た
'
他
の
芸
術
部
門
に
は
み
ら
れ
な
い
特
有
の
可
能
性
を
も
っ
た
文

学
は
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
し
方
の
う
え
で
も
、
他
の
芸
術
部
門
と
は
異
な
る
特

殊
性
を
も
っ
て
い
る
。

第
一
の
特
殊
性
は
'
文
学
が
こ
と
ば
の
芸
術
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
学
作
品
は
母
国
語
に
よ
っ
て
書
き
表
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
ゆ
え
に
比
校
的
容
易
に
親
し
め
る
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
母
国
語

も
、
そ
れ
を
む
き
記
す
文
字
や
文
法
な
ど
の
体
系
と
と
も
に
学
ば
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
母
国
語
の
学
習
な
し
に
文
学
を
等
受
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
.
ま
た
へ

文
学
に
お
け
る
言
語
は
、
特
殊
な
美
的
職
能
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
へ
文

学
を
身
に
つ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
学
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、

読
み
の
教
養
　
(
L
e
s
e
k
u
l
t
u
r
)
を
身
に
つ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

文
学
は
'
こ
の
よ
う
な
学
習
を
必
婆
と
す
る
「
こ
と
ば
」
の
芸
術
な
の
で
あ

る
。第

二
に
、
文
学
は
、
そ
の
享
受
の
便
利
さ
、
都
合
の
よ
さ
と
い
う
点
に
も
特

色
が
あ
る
。
文
学
作
品
は
工
場
で
安
く
大
量
に
隼
り
れ
、
広
く
伝
播
さ
れ
る
0

ど
こ
に
で
も
持
ち
運
べ
る
し
、
そ
の
享
受
に
は
特
別
の
装
置
や
機
械
も
い
ら
な

い
。
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
読
め
る
し
、
い
つ
読
み
始
め
て
も
、
い
つ
中
断
し

て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。
-
り
か
え
し
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
し
た
便
利

さ
・
都
合
の
よ
さ
は
'
文
学
等
受
の
特
色
で
あ
る
o

第
三
に
、
文
学
は
、
そ
の
享
受
に
あ
た
っ
て
、
表
象
化
の
力
を
必
要
と
し
て

い
る
点
に
へ
そ
の
享
受
の
特
殊
性
が
あ
る
。
目
の
前
に
あ
る
の
は
、
た
ん
な
る

文
学
記
号
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
こ
と
ば
化
し
'
表
象
化
し
た
と
き
に
は
じ
め

て
、
〝
生
き
て
″
く
る
の
が
文
学
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
文
学
の
享
受
に

は
'
想
像
の
訓
練
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
O

節
四
に
、
文
学
の
享
受
は
、
個
人
的
な
過
程
で
あ
る
が
、
他
面
社
会
的
な
過

程
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
作
者
が
ひ
と
り
で
自
分
の
表
象
と

素
材
を
摂
稿
に
移
し
か
え
る
よ
う
に
'
読
者
も
ひ
と
り
で
作
品
に
た
ち
む
か

い
、
そ
の
内
容
を
狩
得
す
る
。
そ
こ
で
は
'
他
人
の
形
哲
か
ら
追
放
さ
れ
る
必

要
さ
え
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
読
み
は
個
人
的
な
過
程
で
あ
る
と
い

え
る
。
し
か
し
、
他
面
、
文
学
は
批
評
や
討
議
の
対
象
と
い
え
る
。
作
品
や
批

評
家
や
読
者
な
ど
の
問
に
は
、
意
見
の
交
換
も
行
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
'
文
学

の
読
み
は
社
会
的
な
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
'
文
学
の

授
業
で
は
、
文
学
の
個
人
的
な
読
み
と
社
会
的
な
読
み
の
要
素
が
一
つ
に
結
合

さ
れ
る
.
文
学
批
評
や
読
者
の
手
紙
や
作
家
の
表
明
や
社
会
生
活
か
ら
軍
b
れ

16



た
も
の
な
ど
も
、
授
業
の
中
の
話
し
合
い
の
中
で
は
引
き
あ
い
に
出
さ
れ
る
。

「
こ
の
社
会
的
な
コ
,
、
、
ユ
ケ
-
シ
ョ
ン
過
程
は
'
と
り
わ
け
'
社
会
主
義
に
お

け
る
文
学
鑑
賞
の
本
質
的
な
部
分
で
あ
る
u

文
学
の
特
殊
性
は
、
対
象
と
そ
の
表
現
方
法
の
面
に
も
み
ら
れ
る
。

文
学
に
お
け
る
表
現
対
象
は
'
1
艇
に
'
「
人
間
関
係
に
お
け
る
現
実
」
で

あ
る
と
い
は
れ
る
.
す
な
わ
ち
へ
　
「
社
会
的
な
実
践
(
P
r
a
x
i
s
)
」
が
芸
術

の
対
象
で
あ
る
。
レ
I
デ
カ
-
(
R
e
d
e
k
e
r
)
は
'
こ
れ
を
共
休
化
し
て
、

芸
術
の
対
象
で
あ
る
「
実
践
」
と
は
、
「
特
定
の
、
具
体
的
な
人
間
の
、
感
性

的
具
体
的
な
実
践
(
行
為
・
体
験
)
」
で
あ
る
と
し
た
.
こ
の
見
解
に
し
た
が

う
と
、
文
学
に
お
け
る
表
現
(
形
象
化
)
は
、
結
局
'
作
者
と
現
実
と
の
関
係

に
よ
っ
て
き
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
文
学
形
象
は
、
「
現
実
反

映
の
特
殊
な
形
式
」
な
の
で
あ
る
。

で
は
'
文
学
に
お
い
て
は
、
現
実
は
ど
の
よ
う
な
し
か
た
で
反
映
さ
れ
る
の

か
。芸

術
に
お
け
る
「
現
実
反
映
」
は
'
「
作
家
と
現
実
と
の
関
係
」
の
反
映
で

あ
る
O
し
た
が
っ
て
、
「
芸
術
的
な
形
象
化
は
'
つ
ね
に
現
実
把
捉
と
理
想
形

成
が
韮
礎
に
な
っ
て
い
る
o
芸
術
家
の
美
的
な
理
想
は
'
さ
ら
に
彼
の
人
格
と

社
会
の
理
想
に
畢
づ
い
て
お
り
へ
両
者
は
へ
そ
の
根
元
を
へ
そ
の
作
家
が
属
し

て
い
る
階
級
の
利
害
と
世
界
禍
に
も
っ
て
い
る
o
そ
れ
ゆ
え
、
文
学
の
表
現

は
、
同
時
に
現
実
の
評
価
で
あ
る
u
こ
の
「
現
実
の
反
映
と
現
実
の
評
価
の

統
こ
と
い
う
こ
と
こ
そ
へ
文
学
表
現
の
特
殊
性
の
根
本
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
文
学
に
お
い
て
は
、
作
家
は
柑
界
を
あ
る
よ
う
に
形
象
化
す
る
だ
け
で
は

な
く
て
、
彼
の
理
想
に
ふ
さ
わ
し
-
あ
る
べ
き
よ
う
に
も
描
-
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
「
現
実
の
作
り
か
え
、
変
形
」
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
結

局
'
文
学
の
表
現
は
、
「
現
実
反
映
」
　
「
評
価
」
　
「
変
形
」
の
統
1
と
し
て
の

み
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

文
学
の
対
象
の
特
殊
性
と
文
学
の
表
現
の
性
格
か
ら
、
文
学
形
象
の
複
合
性

が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
文
学
形
象
の
中
に
は
'
事
象
的
な
も
の
・
情
緒
的

な
も
の
・
思
考
的
な
も
の
が
一
つ
の
全
体
に
と
け
合
っ
て
お
り
へ
過
去
・
現

在
・
未
来
、
現
実
の
認
識
・
可
能
性
・
頗
い
も
同
様
で
あ
る
O
同
じ
よ
う
に
、

リ
ア
-
ズ
ム
文
学
の
表
現
で
は
、
個
別
的
な
も
の
・
特
殊
な
も
の
二
般
的
な

も
の
が
t
つ
の
弁
証
法
的
な
統
I
を
な
し
て
お
り
、
そ
れ
が
'
有
名
な
典
型
的

状
態
・
典
型
的
性
格
の
形
象
化
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
]

こ
の
こ
と
か
ら
、
文
学
形
象
の
多
屈
性
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
事
実

性
と
し
て
の
時
間
的
空
間
的
で
き
ご
と
の
層
へ
人
物
の
感
情
や
思
考
の
層
へ
作

品
全
休
の
忠
恕
や
貌
徴
的
内
容
の
屑
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
へ
こ
れ
ら
は
相
互
に

か
ら
み
あ
い
、
S
3
近
し
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
読
み
に
お
い
て
も
へ
こ
の

順
に
明
ら
か
に
な
っ
て
-
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
o

E
I
H
後
に
文
学
形
象
の
本
質
と
し
て
へ
そ
の
特
殊
な
モ
デ
ル
的
性
格
を
あ
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
際
の
モ
デ
ル
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
現
実

に
あ
り
の
ま
ま
の
コ
ピ
ー
と
い
う
市
心
昧
で
は
な
い
0
-
ア
-
ズ
ム
文
学
に
お
け

る
モ
デ
ル
と
は
、
「
人
間
の
歴
史
的
F
l
パ
佃
的
な
行
為
・
思
考
・
感
情
へ
人
間
問

の
間
近
の
構
造
・
相
能
の
モ
デ
ル
'
1
口
に
い
っ
て
人
間
の
実
践
の
モ
デ
ル
で

!
S
H
岬

文
学
形
象
の
本
質
は
'
以
上
の
①
感
性
的
具
体
化
性
へ
◎
複
合
性
、
⑧
多
層

性
へ
①
モ
デ
ル
的
性
格
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

-
　
以
上
が
'
「
文
学
の
特
殊
性
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
大

要
で
あ
る
。
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五

第
二
の
視
点
は
「
社
会
主
義
に
お
け
る
文
学
的
生
活
の
特
殊
性
」
　
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
詳
細
を
省
略
し
て
、
ご
く
簡
単
に
要
約
・
紹
介
す
る
に

と
ど
め
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
社
会
主
義
社
会
に
な
っ
て
、
文
学
や
、
文
学
的
生
活
(
d
a
s
≡
e
r
-

a
r
i
s
c
h
e
 
L
e
b
e
n
)
が
、
歴
史
駒
に
新
し
い
質
的
発
展
を
と
げ
た
こ
と
が
く

わ
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
い
で
、
社
会
主
義
社
会
で
は
、
芸
術
や
文
学
の

機
能
が
変
化
し
た
こ
と
、
文
学
が
自
己
理
解
探
索
の
質
的
に
新
し
い
器
官
に
な

っ
て
き
た
こ
と
が
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
第
三
の
視
点
「
文
学
享
受
の
特
殊
性
」
　
(
普
通
の
状
態
で
'
個
々
人

が
文
学
作
品
を
読
む
、
自
然
な
文
学
享
受
の
場
合
の
)
に
つ
い
て
は
、
大
要
、

次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
　
-

読
み
の
過
程
が
始
ま
る
以
前
に
'
読
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
状
態
を
経
て
へ
こ
の

本
を
屈
む
時
点
に
い
た
り
つ
-
o
こ
の
'
読
み
始
め
る
前
の
状
態
が
'
詰
物
の

受
容
に
対
す
る
受
容
者
の
一
定
の
立
場
を
決
定
す
る
わ
け
で
あ
る
が
'
こ
の
よ

う
な
「
読
む
前
の
.
.
そ
の
本
の
読
み
に
対
す
る
読
者
の
姿
勢
」
を
E
r
w
a
r
t
u
-

n
g
s
h
a
l
t
u
n
g
(
予
期
す
る
構
え
・
期
待
感
)
.
と
よ
ぶ
o
こ
の
　
「
期
待
感
」

は
、
他
の
読
者
の
教
示
や
批
評
、
本
の
広
告
'
文
芸
批
評
等
や
'
気
に
入
っ
た

作
家
の
本
を
読
ん
で
み
た
い
と
い
う
読
者
の
願
望
な
ど
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ

る
。
こ
の
「
期
待
感
」
の
質
に
よ
っ
て
、
少
な
-
と
も
読
み
初
め
は
放
く
左
右

さ
れ
方
向
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
質
は
、
わ
ず
か
な
時
間
作
用
す
る
条
件
に
依
存

す
る
の
み
で
な
く
へ
そ
れ
を
こ
え
て
、
召
物
へ
の
接
近
の
前
提
と
し
て
の
人
格

発
達
の
状
儲
脚
に
も
依
存
し
て
い
る
。

読
み
が
始
ま
る
と
と
も
に
、
ま
ず
へ
文
古
の
表
象
へ
の
転
換
が
起
こ
る
。

こ
の
表
象
化
が
い
か
に
集
中
的
に
、
造
形
的
に
'
深
く
行
わ
れ
る
か
は
、
読

者
の
美
的
知
覚
能
力
に
依
存
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
芸
術
的
に
形
象
化
さ

れ
た
文
学
は
、
ほ
ん
と
う
の
だ
i
j
に
た
え
る
よ
う
に
注
悲
深
く
こ
と
ば
を
選

び
、
討
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
0
読
者
は
、
文
学
の
享
受
に
お
い
て
は
、
厳

密
な
、
忠
詩
的
な
読
み
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
文
芸
的

知
覚
は
'
読
者
に
、
作
品
の
中
に
能
動
的
に
は
い
り
こ
み
'
想
伶
力
を
強
く
す

る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
は
じ
め
て
'
読
者
は
作
者
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
虚
構
の
世
界
に
は
い
り
こ
み
、
自
分
が
あ
た
か
も
そ
の
世
界
の
中
に

い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
の
世

界
へ
の
投
入
を
a
n
w
e
s
e
n
e
f
f
e
k
t
(
臨
場
効
果
)
と
よ
ぶ
。
こ
れ
と
似
た
過

程
は
'
作
中
人
物
と
の
間
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
作
中
人
物
に
な
り
き
っ
て
感

じ
、
考
え
、
行
動
す
る
と
い
っ
た
、
読
者
の
作
中
人
物
へ
の
自
己
移
入
が
そ
れ

で
あ
る
。
こ
れ
を
B
e
t
e
≡
g
u
n
g
s
e
f
f
e
k
t
　
(
関
与
効
果
・
参
加
効
果
)
　
と

よ
ぶ
.
こ
の
二
つ
の
心
理
的
美
的
過
程
を
迅
し
て
「
現
実
の
実
際
の
堆
験
の
表

象
」
が
読
者
に
成
立
す
る
。
し
か
し
、
読
者
は
た
だ
作
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

虚
杭
の
世
界
に
は
い
り
こ
ん
で
い
-
だ
け
で
は
な
い
。
読
者
は
、
同
時
に
、
こ

の
虚
構
の
世
界
を
自
己
の
経
験
と
結
び
つ
け
'
自
己
の
人
生
観
や
価
値
観
に
応

じ
て
そ
れ
を
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
の
美
的
体
験
の
過
程
で
は
'
た
が
い
に
か
ら
み
あ
っ
た
、
三
つ
の
人
格

が
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
へ
読
者
の
、
何
倍
表
象
を
も
っ
た
人
格
へ
作
中
人

物
の
人
格
、
作
者
の
人
格
(
特
に
'
作
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
作
中
人
物
の
評

価
の
中
に
満
ら
わ
れ
て
い
る
)
の
三
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
読
む
と
い
う

こ
と
は
'
反
映
さ
れ
た
現
実
の
単
な
る
受
容
で
は
な
く
、
む
し
ろ
読
者
の
、
作

者
や
自
分
自
身
と
の
対
決
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
'
同
l
化
　
(
I
d
e
n
t
i
f
i
-

z
i
e
r
u
n
g
)
と
疎
隔
化
(
D
i
s
t
a
n
z
i
e
r
u
n
g
)
が
起
こ
る
O
同
l
化
と
は
、

読
者
が
作
中
人
物
と
自
分
と
を
く
ら
べ
て
、
こ
の
人
物
の
目
標
・
伍
伍
表
象
を

m



受
け
入
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
同
一
化
は
、
読
者
が
作
品

に
描
か
れ
た
人
物
の
行
動
を
読
者
自
身
と
関
逗
づ
け
る
と
き
に
行
わ
れ
る
'
受

容
と
人
物
の
評
価
及
び
自
己
理
解
'
自
己
点
検
の
複
合
物
の
成
果
な
の
で
あ

る
。
疎
隔
化
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
'
こ
の
同
一
化
と
反
対
の
こ
と
で
あ
る

が
'
同
一
化
も
疎
隔
化
も
、
読
者
と
作
品
な
い
し
作
者
と
の
弁
証
法
的
な
対
決

で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

読
者
が
異
な
れ
ば
作
品
の
受
け
と
め
方
が
ち
が
い
、
美
的
体
験
や
評
価
も
異

な
ら
ざ
る
争
え
な
い
原
因
も
、
こ
の
心
理
的
美
的
過
程
の
中
に
あ
る
0
享
受
に

お
い
て
は
'
読
者
が
享
受
過
程
で
持
ち
こ
む
と
こ
ろ
の
読
者
の
個
別
性
に
よ
っ

て
芸
術
作
品
は
故
地
さ
れ
、
あ
る
意
味
で
は
多
様
化
さ
れ
る
。
(
当
然
の
こ
と

な
が
ら
'
ま
ち
が
っ
た
解
釈
、
偽
造
さ
れ
た
解
釈
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
)
文
学
作
品
の
魅
力
は
'
こ
う
し
た
へ
読
者
ひ
と
り
ひ
と
り
の
、
ま
っ

た
く
個
人
的
な
と
ら
え
か
た
が
で
き
る
「
遊
び
空
間
」
が
読
者
に
ま
か
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
文
学
の
享
受
に
は
、
モ
デ
ル
的
性
格
と

遊
び
的
性
格
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

(
な
お
、
こ
の
後
、
社
会
主
義
-
ア
リ
ズ
ム
文
学
-
そ
の
享
受
の
社
会
主
義

社
会
の
条
件
-
が
、
こ
の
美
的
活
動
性
に
と
っ
て
い
か
に
大
き
な
ポ
テ
ン
ツ
を

も
っ
て
い
る
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。
)

六

鼓
後
の
第
四
の
視
点
「
文
学
の
授
業
に
お
け
る
文
学
特
有
の
学
習
の
し
か

た
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
I

I
生
徒
た
ち
は
、
人
生
で
い
う
と
、
集
中
的
な
成
熟
・
学
習
過
程
に
あ
る
の

で
、
文
学
の
授
業
に
お
い
て
は
、
た
ん
に
文
学
を
享
受
す
る
の
で
は
な
く
,
文

学
の
享
受
を
学
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
文
学
を
体
験
し
、
味
わ
い
'
文
学
の

も
つ
人
格
形
成
の
潜
勢
力
を
自
分
の
た
め
に
開
顕
す
る
能
力
を
発
達
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

-
　
そ
れ
ゆ
え
、
学
習
過
程
と
し
て
の
享
受
は
、
自
発
的
に
で
は
な
く
(
引
用

者
注
、
自
然
発
生
的
な
自
発
性
に
ま
か
せ
る
の
で
は
な
く
'
と
い
う
忠
)
、
文

学
の
授
共
を
全
教
科
の
体
系
の
中
に
位
輿
つ
け
へ
授
業
の
組
純
化
と
教
師
の
活

レ
ー
i
-
v
.
テ
ン

動
を
体
系
的
に
示
し
た
指
導
要
領
を
通
し
て
行
わ
れ
る
。

-
文
学
の
授
業
自
体
の
中
で
の
享
受
過
程
は
、
次
の
特
殊
性
を
示
し
て
い

る
㍗

・
生
徒
が
家
庭
で
作
品
を
読
ん
で
い
る
と
き
に
は
'
最
初
の
出
合
い
(
最
初

の
享
受
)
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
な
享
受
と
し
て
広
-
行
わ
れ
て
い
る
。
文

学
の
授
業
で
の
作
品
の
扱
い
は
'
す
で
に
第
二
の
享
受
で
あ
る
。

・
授
業
自
体
の
中
で
最
初
の
享
受
が
行
わ
れ
る
と
き
に
は
'
個
人
的
な
享
受

と
集
団
的
な
享
受
と
の
弁
証
法
的
な
統
一
が
現
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
授

業
過
程
に
お
い
て
個
人
的
な
享
受
過
程
は
相
互
に
影
轡
さ
れ
あ
う
.
そ
の

際
へ
こ
の
よ
う
な
文
学
の
授
業
の
時
間
の
初
め
の
位
相
に
お
い
て
は
個
人

的
な
享
受
が
歴
任
を
占
め
へ
後
に
お
い
て
は
袋
団
的
な
享
受
が
優
位
を
占

め
る
。
こ
れ
は
特
に
大
き
な
教
育
力
を
も
っ
て
い
る
。

・
こ
の
全
過
程
は
、
教
師
に
よ
っ
て
、
目
相
と
成
米
に
向
け
て
導
か
れ
る

が
、
こ
の
際
へ
個
々
の
時
間
の
目
標
と
文
学
教
育
全
体
の
目
標
と
は
、
当

然
一
つ
に
統
T
さ
れ
る
O
教
師
に
よ
る
指
導
は
、
教
師
の
知
識
と
能
力
に

応
じ
て
、
享
受
過
程
の
質
に
プ
ラ
ス
に
も
マ
イ
ナ
ス
に
も
影
響
を
与
え
る

L
t
美
的
体
験
や
美
的
鑑
J
t
q
を
強
め
も
す
れ
ば
弱
め
も
す
る
。

1
1
般
に
、
生
徒
は
文
学
の
授
業
外
に
も
読
古
を
し
て
い
る
0
　
そ
れ
ゆ
え
'

・
い
く
ぶ
ん
私
的
な
享
受
と
文
学
の
授
業
で
の
享
受
と
は
相
互
に
影
蟹
し
合
う
。

-
　
か
く
し
て
、
文
学
の
授
業
で
は
、
交
叉
し
、
泣
適
す
る
享
受
過
程
が
成
立

す
る
。
す
な
わ
ち
、
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・
ひ
と
り
ひ
と
り
の
生
徒
が
享
受
す
る
。

・
生
徒
は
、
自
分
の
享
受
し
た
も
の
を
授
業
中
の
話
し
合
い
の
中
に
も
ち
出

し
,
他
の
生
徒
の
享
受
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
寄
与
を
通
し
て
他
の
生
徒

の
享
受
が
さ
ら
に
自
分
の
享
受
に
形
轡
を
及
ぼ
す
。

・
こ
れ
ら
二
つ
の
過
程
は
'
主
と
し
て
教
師
に
よ
っ
て
発
効
さ
れ
、
影
磐
さ

れ
る
。
そ
の
中
で
教
師
は
、
生
徒
の
表
現
を
評
価
し
、
授
業
の
め
ざ
す
方

向
に
向
け
さ
せ
る
。

1
あ
ら
ゆ
る
芸
術
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
'
文
学
は
'
芸
術
鑑
父
に
お
い
て

の
み
十
分
に
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
へ
し
か
し
他
方
、
学
甘
は
生
徒

に
と
っ
て
そ
の
年
令
に
ふ
さ
わ
し
い
主
項
な
活
動
で
あ
る
が
ゆ
え
に
'
結
局
、

生
徒
の
芸
術
鑑
賞
は
ま
ず
学
習
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
り
へ
　
こ
の
・
t
n
味
で

は
努
力
し
て
豊
得
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
ゆ
え
に
へ
文

学
の
授
業
で
は
'
教
師
は
、
文
学
の
獲
得
を
、
学
習
過
程
と
し
て
も
ま
た
芸
術

鑑
質
と
し
て
も
形
成
す
る
と
い
う
非
常
に
複
雑
な
課
題
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い

る
.
こ
の
事
実
は
、
文
学
教
育
の
、
そ
し
て
ま
た
文
学
教
授
法
の
根
本
問
題
と

言
え
よ
う
。

以
上
が
'
第
四
の
視
点
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
す
べ
て
で
あ
る
。

七

上
記
の
よ
う
に
四
つ
の
視
点
か
ら
文
学
教
育
の
独
自
性
を
と
ら
え
た
場
合
へ

文
学
の
授
業
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
'
一
般
的
な
結
論
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
I

l
　
文
学
と
文
学
獲
得
に
対
す
る
生
徒
の
正
し
い
捕
え
は
'
本
質
的
に
、
次
b

と
お
り
で
あ
る
。

-
　
文
芸
作
品
は
'
緊
張
し
た
創
造
活
動
の
成
果
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
文
芸

作
品
は
'
注
意
深
い
読
み
と
文
学
の
中
へ
の
意
識
的
な
泣
入
の
中
で
あ
ら
わ
れ

る
と
こ
ろ
の
わ
れ
わ
れ
の
尊
敬
に
伍
す
る
も
の
で
あ
る
。

-
能
動
的
な
読
み
、
読
み
に
お
け
る
共
同
の
、
か
つ
模
倣
的
創
造

(
M
i
t
-
u
n
d
N
a
c
h
s
c
h
a
f
f
e
n
)
は
、
深
い
文
学
的
美
的
体
験
と
責
の
芸
術

;
"
'
蝣
蝣
-
/
を
ひ
き
お
こ
す
G

I
こ
の
文
学
的
読
み
は
学
習
し
う
る
も
の
で
あ
り
'
高
い
読
み
の
教
発
(
L
-

e
s
e
k
u
l
t
u
r
)
は
狂
得
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
進
歩
す
る
こ
と
は
'

㍑
む
こ
し
J
G
;
:
;
b
壬
-
-
n
.
ら
.

芸
∵
蝣
P
C
に
つ
い
て
'
-
j
-
,
;
-
c
_
:
や
‥
は
と
C
-
J
-
-
'
-
異
、
-
,
4
r
-
>
拭
、
!
"
:
S
U

iI
f
を
高
め
る
。
そ
れ
ゆ
え
'
文
学
や
文
学
の
授
業
に
対
す
る
こ
う
し
た
態
度

が
、
自
分
を
f
L
j
か
に
し
、
発
達
さ
せ
る
た
め
に
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
坐

徒
自
身
が
確
信
す
る
よ
う
に
文
学
の
授
業
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
同
語
教
師
の

課
題
で
あ
る
。

2
文
学
の
授
業
は
'
文
学
的
生
産
へ
作
品
と
享
受
と
の
統
一
を
必
要
と
す
る
。

-
積
極
的
な
、
期
待
す
る
姿
勢
を
意
識
的
に
作
る
こ
と
は
、
能
動
的
な
享
受

の
重
要
な
前
提
で
あ
る
.

-
本
来
の
享
受
過
程
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
0
す
な
わ
ち
'
文
芸
美
的
な
知

覚
、
形
象
化
さ
れ
た
実
際
の
感
性
的
具
体
的
な
表
象
化
、
文
学
形
成
の
思
考
と

感
情
の
集
中
的
な
追
体
験
へ
文
学
形
象
を
そ
の
校
合
性
と
多
層
性
に
お
い
て
能

動
的
に
解
明
す
る
こ
と
0

-
こ
の
こ
と
と
次
の
こ
と
と
は
、
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
美
的
知
覚
が
自
己
の
経
験
や
自
己
の
価
惰
表
象
と
結
び
つ
け
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
、
美
的
体
験
が
同
1
化
や
疎
隔
化
と
と
も
に
成
立
し
、
作
家
の

位
置
や
自
己
の
人
格
や
社
会
的
現
実
性
の
楽
し
い
認
識
と
評
価
を
忠
昧
す
る
と

い
う
こ
と
。

1
こ
の
美
的
体
験
は
、
作
家
に
お
い
て
も
生
徒
に
お
い
て
も
、
具
体
的
な
内
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容
と
性
格
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
個
人
的
に
刻
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
文

学
作
品
の
思
想
内
容
は
、
教
師
か
ら
生
徒
に
移
さ
れ
る
の
で
は
な
-
、
個
人
的

な
美
的
体
験
を
交
換
し
結
び
合
わ
せ
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
教
師
と
生
徒
と
が
い
っ
し
ょ
に
　
-
　
教
師
の
休
験
強
調
的

関
与
(
e
r
l
e
b
n
i
s
b
e
t
o
n
t
e
n
 
T
e
i
l
n
a
h
m
e
)
　
の
指
導
の
も
と
に
　
-
　
作

家
が
行
っ
た
体
験
へ
発
見
、
探
索
へ
評
価
を
創
造
的
に
迫
実
行
す
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
本
質
に
向
か
っ
て
対
決

が
行
わ
れ
る
こ
の
過
程
の
中
に
、
個
人
的
芸
術
鑑
父
と
集
凹
的
芸
術
鑑
裳
の
並

木
が
あ
る
。

I
そ
れ
ゆ
え
、
享
受
は
、
生
産
的
創
造
的
な
行
為
と
し
て
'
同
時
に
ま
た
、

教
師
と
生
徒
と
の
英
団
的
な
作
業
と
し
て
形
成
さ
れ
、
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
生
徒
の
再
現
(
朗
読
な
ど
)
　
の
能
力
の
形
成
と
自
己

の
創
造
的
活
動
(
生
徒
の
詩
な
ど
)
　
の
発
達
を
含
ん
で
い
る
。

3
　
学
校
自
体
が
社
会
的
生
活
の
本
質
的
な
要
素
で
あ
る
か
ら
、
文
学
の
授
業

は
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
の
文
学
的
生
活
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
ふ
た
た
び
個
人

的
、
社
会
的
な
実
際
に
接
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
　
生
徒
は
'
文
学
作
品
、
就
中
文
学
の
授
業
で
扱
わ
れ
た
文
学
作
品
が
わ
れ

わ
れ
の
社
会
で
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
か
、
そ
れ
ら
は
公
衆
の
中
で
ど
の
よ

う
に
取
り
上
げ
ら
れ
'
議
論
さ
れ
'
評
価
さ
れ
て
い
る
か
へ
作
者
と
読
者
と
は

い
か
に
意
見
を
交
換
し
て
い
る
か
'
わ
が
国
(
引
用
者
注
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和

国
)
は
文
学
生
活
を
ど
の
よ
う
に
促
進
し
て
い
る
か
を
、
文
学
の
授
業
で
経
験

し
'
体
験
す
べ
き
で
あ
る
。
生
徒
自
身
は
文
学
的
生
活
の
能
動
的
な
共
同
形
成

者
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
,
そ
こ
で
彼
ら
は
さ
・
i
ォ
ざ
ま
な
形
で
文
学
的
生
活
に
お

け
る
彼
ら
の
発
言
を
す
べ
き
で
あ
る
。

-
　
し
か
し
'
文
学
的
生
活
の
み
な
ら
ず
'
経
済
的
政
治
的
生
活
、
つ
ま
り
仝

社
会
生
活
の
中
に
文
学
教
育
は
合
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

文
学
の
思
想
的
美
的
な
間
近
が
わ
が
社
会
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
解
決
の
た
め

に
作
家
や
読
者
や
労
仰
者
や
国
家
の
m
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
社
会
的
王
位
を

分
担
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

-
　
こ
の
よ
う
な
し
か
た
で
'
生
徒
は
、
社
会
的
な
自
己
理
解
と
未
来
の
道
の

探
索
の
道
具
と
し
て
の
、
わ
が
社
会
に
お
け
る
文
学
の
新
し
い
社
会
的
機
能
を

知
り
、
文
学
と
読
者
が
立
っ
て
い
る
文
化
政
策
的
、
仝
社
会
的
な
関
連
を
徐
々

に
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
。

-
　
以
上
が
、
文
学
の
授
業
形
成
の
た
め
の
結
論
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
の
す
べ
て
で
あ
る
。

八

右
に
み
て
き
た
よ
う
に
'
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
で
は
、
文
学
教
育
独
白
の
位

置
・
役
割
・
内
容
・
方
法
を
'
①
芸
術
謡
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
の
文
学
の
独
自

性
'
◎
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
文
学
の
役
割
・
窺
能
、
◎
文
学
の
読
み
(
享

受
)
の
特
殊
性
、
①
文
学
の
授
業
に
お
け
る
文
学
習
得
(
学
習
)
の
特
殊
性
の

四
点
か
ら
'
き
わ
め
て
仏
系
的
理
論
的
に
茄
礎
づ
け
て
い
る
。
そ
の
論
述
は
、

簡
明
で
は
あ
る
が
'
要
を
つ
く
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
O

で
は
、
こ
の
よ
う
な
理
論
的
非
礎
づ
け
を
支
え
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う

か
O
い
ま
の
私
に
は
、
こ
れ
を
十
分
解
明
す
る
だ
け
の
用
恋
が
な
い
が
'
今
後

の
研
究
の
た
め
の
仮
説
と
し
て
、
予
想
さ
れ
る
こ
と
の
l
、
二
を
あ
げ
て
み
た

い
。第

1
に
は
'
1
定
の
段
階
に
到
達
し
た
今
日
の
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
社
会

主
義
社
会
と
そ
こ
で
の
文
化
政
策
、
教
育
政
策
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
'
本
稿
で
は
大
方
省
略
し
て
し
ま
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
文

学
教
育
理
論
を
歴
史
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
は
'
こ
の
点
を
こ
そ
明
ら
か
に
す
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べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
右
の
文
学
教
育
理
論
が
、
今
日
の
ド
イ
ツ
民

主
共
和
国
の
社
会
と
そ
こ
で
の
文
化
政
策
、
教
育
政
策
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ

い
て
い
る
か
も
'
さ
ら
に
解
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
は
、
長
い
歴
史
を
も
つ
文
芸
学
の
歴
史
的
発
展
と
そ
の
成
果
が
考
え

ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
'
生
哲
学
に
基
礎
を
お
く
解
釈
学
(
精
神
史
的
解
釈

学
)
'
心
理
的
主
観
主
義
的
鑑
斑
諭
、
現
象
学
的
解
釈
論
、
構
造
主
義
的
解
釈

論
な
ど
'
い
く
多
の
享
受
理
論
が
生
み
出
さ
れ
て
き
て
い
る
が
'
今
日
の
ド
イ

ツ
民
主
共
和
国
も
ま
た
、
こ
れ
ら
を
根
本
的
に
批
判
し
っ
つ
、
マ
ル
ク
ス
・

レ
ー
ニ
ン
主
義
に
基
づ
く
享
受
理
論
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

そ
の
事
受
理
論
が
'
ド
イ
ツ
文
芸
学
、
享
受
理
論
の
歴
史
的
成
果
を
ど
の
よ
う

に
批
判
し
っ
つ
継
承
・
発
展
さ
せ
て
樹
立
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
文
学
教
育
論
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
も
、
必
須
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

九

ひ
る
が
え
っ
て
'
こ
の
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
文
学
教
育
論
(
文
学
教
育
の

独
自
性
に
つ
い
て
の
論
)
は
、
私
た
ち
の
国
語
教
育
・
文
学
教
育
に
ど
の
よ
う

な
示
唆
を
与
え
て
-
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
私
見

を
つ
け
加
え
て
こ
の
小
稿
の
結
び
と
し
た
い
。
∴

第
l
に
は
、
文
学
教
育
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
う
え
で
の
視
点
の

設
定
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
の
場
合
、
文
学
教
育
の

独
自
性
を
主
張
す
る
人
た
ち
の
論
で
も
'
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
伍
系
的
で

周
到
な
論
述
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
'
こ

こ
に
み
ら
れ
る
四
つ
の
視
点
は
、
私
た
ち
が
文
学
教
育
の
独
自
性
を
明
ら
か
に

し
て
い
く
際
の
視
点
と
し
て
、
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
は
、
文
学
作
品
の
読
み
(
享
受
)
　
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く

た
め
に
も
'
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
わ
が
国
の
場
合
も
'
こ

の
点
に
つ
い
て
の
解
明
は
か
な
り
進
ん
で
は
い
る
が
、
そ
の
体
系
的
理
論
的
整

備
に
は
、
な
お
十
分
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
点
で
、
こ
の
事
受
理
論
は

一
定
の
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
は
、
教
室
で
の
(
授
業
で
の
)
読
み
と
教
室
外
(
家
庭
な
ど
)
で
の

読
み
と
の
区
別
と
関
連
を
明
確
に
し
て
い
る
点
が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
点
も
'
わ
が
国
で
は
必
ず
し
も
明
確
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
四
に
は
、
個
人
の
読
み
と
集
団
で
の
読
み
と
の
弁
証
法
的
な
関
係
に
つ
い

て
の
論
述
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
の
場
合
、
と
か
く
二
者
択
一
的

な
論
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
両
者
を
弁
証
法
的
な
関
係
で
と
ら
え
る
こ
と
は
'

き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
こ
の
点
で
'
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
理
論
に
は
学
ぶ

べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
(
本
学
助
教
授
)
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