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大
正
期
の
教
育
論
に
あ
ら
わ
れ
た
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
「
生
命
」
を

キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
論
調
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
大
正
生
命
主
義
」
と
呼
ば
れ

る
思
潮
の
流
れ
の
中
に
、
当
時
の
教
育
論
も
関
与
し
て
い
た
事
実
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
、
大
正
期
に
興
降
を
見
せ
た
教
育
論
、
と
り
わ
け
芸
術
教
育
論

小
林
秀
雄
の
初
期
批
評
に
影
響
の
痕
跡
を

残
し
て
い
る
点
、
さ
ら
に
そ
れ
が
ニ

l
チ
ェ
思
想
と
の
関
連
も
持
っ
て
い
る

に
見
ら
れ
る
「
生
命
主
義
」
が
、

「
大
正
生
命
主
義
」
の
定
義
を
確
認
す
る
。
こ
の
名
称
の
核
に
あ
る
「
生
命
主

義
」
の
概
念
に
つ
い
て
鈴
木
貞
美
氏
は
次
の
よ
う
に
-
説
明
し
て
い
る
。

「
生
命
主
義

(ig--25)
」
と
は
、
思
想
一
般
に
お
い
て
、
「
生
命
」
と
い
う

概
念
を
世
界
観
の
根
本
原
理
と
す
る
も
の
で
、

一
九
世
紀
の
実
証
主
義
に
立

つ
目
的
論
・
機
械
論
に
よ
る
自
然
征
服
観
に
対
立
す
る
思
想
を
い
う
。
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点
を
確
認
し
、
小
林
の
批
評
が
大
正
生
命
主
義
の
思
潮
の
流
れ
を
汲
ん
で
い

る
可
能
性
を
検
討
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

日
本
近
代
文
学
、
大
正
生
命
主
義
、
教
育
論
、

ニ
l
チ
ェ
思

想
、
小
林
秀
雄

こ
の
「
生
命
主
義
」
と
い
う
名
称
に
、
こ
の
思
潮
の
隆
盛
が
見
ら
れ
た
大
正
期

の
年
号
名
を
付
し
た
も
の
が
「
大
正
生
命
主
義
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
大
正
生
命
主

義
と
は
、
「
『
生
命
』
の
自
由
な
発
現
を
求
め
る
こ

O
世
紀
初
頭
の
思
潮
」
で
あ
り
、

科
学
的
実
証
性
に
対
し
て
懐
疑
的
姿
勢
を
も
ち
、
人
知
を
超
え
た
生
命
力
を
標
持

す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
大
正
神
秘
主
義
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
こ
の
思
潮
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
が

『
創
造
的
進
化
』
(
一
九
O
七
)
で
提
出
し
た
、
「
生
命
力
が
自
由
に
ラ
ン
ダ
ム
に
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発
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
文
化
が
創
造
的
に
発
展
す
る
、

と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ヨ

「
近
代
の
思
想
の
枠
組
み
を
根
本
的
に
超
え
よ
う
と
す
る

:二

O
世
紀
初
頭
の
哲
学
や
思
想
の
傾
向
」
が
「
日
本
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
」

て
誕
生
し
た
。

ン
」
に
代
表
さ
れ
る
、

鈴
木
氏
ら
の
研
究
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
主
に
文
学
者
、
哲
学
者
だ
が
、

大
正
初
期
か
ら
興
隆
を
見
せ
た
新
し
い
教
育
論
の
流
れ
の
中
に
も
、

こ
の
生
命
主

義
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
大
正
三
年
に
発
刊
さ
れ
た

『
新
時
代
の
教
育
』
に
お
い

て
成
瀬
仁
蔵
は
、

「
自
ら
生
き
ん
と
欲
す
る
の
意
志
」

の
尊
重
を
説
き
、
次
の
よ

、つにご一日、
7
0

五
日
人
に
此
の
根
本
生
命
あ
り
。
故
に
記
入
が
生
命
の
要
求
に
向
か
っ
て
動
く

に
当
り
て
は
、

其
の
動
く
に
従
っ
て
掴
る
、
こ
と
な
き
慧
智
と
な
り
て
現
は

れ
、
要
求
を
し
て
満
足
し
む
べ
き

没
十
、

三

F
l

一
切
の
方
法
を
備
へ
、
万
般
の
子
段
を

浪
々
と
し
て
尽
く
る
の
期
な
し
。

寸
根
本
生
命
」
に
向
か
っ
て
行
動
す
れ
ば
「
一
切
の
方
法
を
備
へ
」
た
「
慧
智
」

が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
考
え
方
に
、
「
生
命
」

の
自
由
な
発
現
を
と
な
え
る
生
命

主
義
と
の
親
近
性
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
成
瀬
は
「
人
格
的
生
命
根

本
の
動
力
」
に
つ
い
て
「
満
足
は
時
自
家
の
真
要
求
に
聴
い
て
、
切
々
自
ら
創
造

建
設
す
る
所
に
於
て
の
み
、
始
て
発
見
せ
ら
る
、
も
の
な
る
こ
と
を
、
思
は
ざ
る

を
得
ざ
る
べ
L
o
-
-
-
-
自
己
の
人
格
的
生
命
に
竺
く
る
の
人
は
、

又
自
ら
運
命
を

作
る
の
人
な
り
。
彼
は
其
の
根
本
の
要
求
に
聞
い
て
生
前
し
、
根
本
本
能
の
内
発

力
よ
り
し
て
白
己
の
幸
福
を
生
み
、
白
己
の
功
業
を
成
就
す
。
」
と
主
張
し
、
「
白

己
人
格
の
価
値
を
如
何
に
尊
貴
崇
高
な
る
か
」
、
「
自
己
の
生
命
力
を
如
何
に
強
大

偉
麗
な
る
か
」
を
知
ら
し
め
る
こ
と
が
教
育
の
目
的
で
あ
り
「
教
育
は
此
の
根
本

の
自
覚
自
信
を
得
し
む
る
よ
り
急
な
る
は
な
し
」
と
結
論
す
る
。

成
瀬
の
強
調
す
る
「
根
本
生
命
」
、
「
人
格
的
生
命
根
本
の
動
力
」
と
い
っ
た
用

語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
、
「
「
生
命
』
と
い
う
概
念
を
世
界
観
の
根
本
原
理
」
と
す
る
、

大
正
生
命
主
義
に
お
け
る
「
生
命
」
と
い
う
用
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
一
致
し
て
い

る
の
を
確
認
で
き
る
。

ま
た
大
正
期
文
芸
教
育
論
の
論
客
の
一
人
で
あ
っ
た
片
上
仲
(
一
大
弦
)
は
、

「
往
々
に
し
て
教
育
の
方
面
か
ら
は
、
文
芸
は
危
険
有
中
小
口
な
も
の
と
し
て
、
更
に

甚
し
き
は
恐
る
べ
き
誘
惑
と
し
て
排
斥
せ
ら
れ
て
ゐ
る
傾
き
が
あ
る
」

の
を
嘆
き
、

「
し
か
し
な
が
ら
、

真
の
文
芸
は
、
教
育
の
方
一
向
か
ら
見
て
、
勿
論
危
険
有
害
な

も
の
で
は
あ
り
得
な
い
L

と
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
一
一
一
口
う
。

文
芸
は
人
間
生
活
に
対
す
る
寛
大
な
、
余
す
と
こ
ろ
な
き
、
細
や
か
な
包
容

力
と
、
自
ら
癒
す
生
命
の
力
の
尊
さ
に
対
す
る
信
頼
の
念
と
を
養
ふ
も
の
で

ゐ
め
ヲ
令
。

片
上
の
一
一
局
、
つ
「
生
命
」
概
念
の
眼
目
は
、
「
自
ら
培
ひ
自
ら
癒
や
す
力
の
、

種
神
秘
的
の
は
た
ら
き
を
信
ず
る
」
と
こ
ろ
に
あ
り
、
成
瀬
り
一
一
口
う
「
生
命
L

と

両
様
、
人
知
を
超
え
た
力
の
発
現
を
め
ぎ
し
て
い
る
。
そ
し
て
片
上
も
ま
た
右
の

教
育
論
の
中
で
、
成
瀬
の
二
一
一
口
う
「
自
ら
牛
し
さ
ん
と
す
る
の
意
志
」
に
通
ず
る
「
人

聞
の
生
き
ん
と
す
る
意
欲
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
人
間
の

竺
き
ん
と
す
る
意
欲
」
す
な
わ
ち
「
人
間
生
活
に
対
す
る
寛
大
な
包
零
力
と
、
中

心
生
命
の
力
の
尊
さ
に
対
す
る
信
頼
の
念
」
を
養
う
の
が
教
育
の
目
的
だ
と
結
論

す
る
。
成
瀬
、
片
上
の
論
の
類
耐
性
は
、
両
者
が
あ
る
同
じ
思
潮
の
中
に
身
を
置

い
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
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教
育
論
の
分
野
で
論
陣
を
張
っ
た
片
上
伸
(
天
弦
)
は
、
自
然
主
義
陣
営
に
あ

り
な
が
ら
自
己
主
観
を
重
視
し
た
批
評
家
で
も
あ
っ
た
。
「
文
学
成
立
の
源
を
訪

ね
て
も
、
ま
た
そ
の
究
極
す
る
と
こ
ろ
を
考
へ
で
も
、
所
詮
文
学
は
自
己
を
語
り

自
己
を
表
白
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
言
う
片
上
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
一
吉

T10

自
己
の
批
評
は
必
ず
自
己
の
創
造
と
一
つ
に
な
る
傾
向
と
動
力
を
有
す
る
も

の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
:
:
:
批
評
心
の
深
さ
鋭
さ
強
さ
は
、
自
己
の
生
命

の
深
さ
鋭
さ
強
き
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
強
い
深
い
鋭
い
生
命
の
力
で
な
け

れ
ば
、
自
分
を
も
他
を
も
所
有
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

批
評
に
お
い
て
も
片
上
は
「
強
い
深
い
鋭
い
生
命
の
力
」
を
重
視
す
る
。
先
に

あ
げ
た
成
瀬
仁
蔵
の
、
「
根
本
生
命
」
の
寸
要
求
に
向
か
っ
て
動
」
け
ば
「
掴

る
:
}
と
な
き
慧
智
」
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
主
張
と
、
次
の
片
上
の
言
葉
と
を

ひ
き
比
べ
て
見
る
と
、
批
評
家
片
上
伸
の
主
張
に
も
、
教
育
論
に
お
け
る
生
命
主

義
と
通
底
す
る
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
。

個
性
を
し
て
謙
遜
誠
実
な
ら
し
め
る
深
刻
な
批
評
精
神
と
、
そ
れ
が

必
然

に
伴
う
て
ゐ
る
自
己
の
現
実
を
熱
愛
す
る
力
と
が
内
に
溢
れ
る
に
至
っ
て
、

初
め
て
表
白
が
自
然
な
も
の
生
命
あ
る
も
の
統
一
あ
る
も
の
と
な
っ
て
来

る。

文
学
者
の
「
表
白
」
が
、
「
現
実
を
熱
愛
す
る
力
」
を
も
て
ば
「
自
然
な
も
の

生
命
あ
る
も
の
統
一
あ
る
も
の
」
に
な
る
と
い
う
主
張
に
は

一
見
片
上
と
は
か

け
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
小
林
秀
雄
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
「
様
々
な
る
意
匠
」

(
昭
和
四
年
)
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
批
評
作
品
を
思
わ
せ
る
考
え
方
を
合
ん
で

文
学
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集
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い
る
。
小
林
は
「
生
命
」
と
い
う
語
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
用
い
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
寸
兇
暴
な
現
実
の
夢
に
貫
か
れ
て
ゐ
る
」
作
品
、
「
眼
前
に
生
き
生
き

と
し
た
現
実
以
外
に
は
何
物
も
欲
し
な
か
っ
た
」
作
家
を
肯
定
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
批
評
の
対
象
が
己
れ
で
あ
る
と
他
人
で
あ
る
と
は
一
つ
の
事
で

あ
っ
て
二
つ
の
事
で
な
い
。
批
評
と
は
寛
に
己
れ
の
夢
を
懐
疑
的
に
語
る
事
で
は

な
い
の
か
。
」
と
い
う
小
林
の
有
名
な
一
節
と
、
「
文
学
者
」
の
「
表
白
」
を
き
守
フ

片
上
の
言
葉
を
た
だ
ち
に
結
び
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
「
根

本
生
命
」
の
発
現
を
主
張
す
る
片
上
お
よ
び
成
瀬
の
考
え
方
と
、
小
林
の
発
想
は

そ
の
根
底
で
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

小
林
は
次
の
よ
う
に
一
言
う
。

凡
そ
あ
ら
ゆ
る
観
念
学
は
人
聞
の
意
識
に
け
っ
し
て
そ
の
基
礎
を
置
く
も
の

で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
言
っ
た
様
に
、
「
意
識
と
は
意
識
さ
れ
た
存
在
以

外
の
何
物
で
も
あ
り
得
な
い
」
の
で
あ
る
。
或
る
人
の
観
念
学
は
常
に
そ
の

人
の
全
存
在
に
か
、
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
人
の
宿
命
に
か
、
っ
て
ゐ
る
。
.

観
念
学
を
支
持
す
る
も
の
は
、
常
に
理
論
で
は
な
く
人
聞
の
生
活
の
意
力
で

あ
る
限
り
、
そ
れ
は
一
つ
の
現
実
で
あ
る
。
(
「
様
々
な
る
意
匠
」
)

小
林
秀
雄
の
言
う
の
は
人
聞
を
動
か
し
て
い
る
、
「
意
識
」
を
こ
え
た
原
動
力

で
あ
り
、
そ
れ
が
「
そ
の
人
の
全
存
在
」
、
「
そ
の
人
の
宿
命
」
、
「
人
聞
の
生
活
の

意
力
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
意
識
を
こ
え
た
何
か
が
、
そ
の
人
聞
の
も
の
の
考

え
方
の
根
本
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
、
超
意
識
的
な
原
動
力
と
で
も

言
う
べ
き
も
の
を
小
林
が
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
、
次
の
一
節
か
ら
も
看
取
で
き

る

詩
人
は
如
何
に
し
て
、
己
れ
の
表
現
せ
ん
と
意
識
し
た
効
果
を
完
全
に
表
現
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し
得
ょ
う
か
。
己
れ
の
作
品
の
思
い
も
掛
け
ぬ
効
果
の
出
現
を
、

如
何
に
し

て
己
れ
の
詩
作
過
程
の
裡
に
辿
り
得
ょ
う
か
。
:
:
:
恐
ら
く
こ
こ
に
最
も
本

質
的
な
意
味
で
技
巧
の
問
題
が
現
れ
る
。

だ
が
、
誰
が
こ
の
世
界
の
秘
密
を

窺
い
得
ょ
う
。

た
と
、
ぇ
私
が
詩
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
私
は
私
の
技
巧
の

秘
密
を
誰
に
明
し
得
ょ
う
。

(
「
様
々
な
る
意
匠
」
)

こ
う
し
た
小
林
の
発
想
が
、
和
辻
折
口
郎
『
ニ

l
チ
ヱ
研
究
』
(
大
王
二
年
)
に

以
前
に
拙
稿
で
論
じ
た
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な

負
う
と
こ
ろ
大
で
あ
る
点
を
、

箇
所
に
そ
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。

意
識
は
吾
人
に
と
っ
て
最
も
確
実
な
事
実
で
あ
り
凡
て
の
研
究
の
出
発
点
で

あ
る
と
せ
ら
れ
た
。

ニ
イ
チ
ェ
は
こ
れ
に
対
し
て
最
も
確
実
な
の
は
怠
識
の

事
実
で
は
な
く
意
識
を
通
じ
て
そ
の
奥
底
に
活
ら
い
て
ゐ
る
生
活
の
力
で
は

な
か
ら
う
か
と
い
ふ
問
題
を
提
出
し
た
。

一
一
イ
チ
ェ
の
い
ふ
本
能
は
、
感
覚
や
恋
志
の
内
に
動
力
と
し
評
価
者
と
し
て

ひ
そ
み
全
然
原
子
的
に
相
互
の
連
絡
を
欠
い
て
ゐ
る
所
の
意
識
に
対
し
て
、

方
向
と
活
力
と
を
与
へ
る
も
の
で
あ
る
。
権
力
立
志
で
あ
る
。
神
秘
な
直
接

な
内
的
事
実
で
あ
る
。
純
粋
な
る
心
的
活
動
は
ニ
イ
チ
ェ
に
あ
っ
て
は
人
間

の
全
的
活
動
に
外
な
ら
ぬ
。

右
で
和
辻
は
ニ

l
チ
ェ
の
「
権
力
意
志
」
を
「
人
聞
の
全
的
活
動
」
「
生
活
の

力
」
と
さ
一
日
い
換
え
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
箇
所
で
小
林
は
、
自
ら
の
言
う
と
こ

ろ
の
「
宿
命
」
を
「
そ
の
人
の
全
存
在
」
的
働
き
、

「
生
活
の
怠
力
」
と
言
い
換

え
る
。
そ
し
て
ど
ち
ら
も
、

人
聞
の
意
識
を
こ
え
た
原
動
力
を
あ
ら
わ
す
も
の
と

し
て

こ
れ
ら
の
語
を
用
い
て
い
る
。
用
語
の
上
で
も
そ
の
用
法
の
上
で
も
両
者

の
類
同
性
は
高
い
。

四

以
上
を
ひ
と
ま
ず
と
り
ま
と
め
て
さ
一
い
え
ば
、
和
辻
の
説
く
ニ

l
チ
ェ
の
「
権
力

意
志
」
と
、

ト
ホ

η
託
く
「
」
百
計
-

ノ

J

4

i

I

1

1

」

成
瀬
仁
蔵
の
説
く
「
人
格
的
性

の
語
義
は
、

命
根
本
の
動
力
L

お
よ
び
片
上
の
説
く
「
自
ら
癒
や
す
生
命
の
力
」

の
語
義
と
一

致
す
る
わ
け
で
あ
る
。

3 

こ
こ
で
、

片
上
仲
も
ま
た
「
人
聞
の
生
き
ん
と
す
る
意
欲
L

と
い
う
言
い
方
を

し
、
「
生
活
」
と
い
う
語
を
多
用
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
た
い
。
片
上
は

「
人
聞
の
生
活
が
、
複
雑
微
妙
な
生
活
意
欲
の
集
合
し
て
造
り
な
せ
る
一
大
交
響

楽
で
あ
る
こ
と
」
を
主
張
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
ヨ

-Tノ。

文
芸
は
、
人
間
年
活
の
一
切
の
意
欲
を
断
片
的
に
小
刻
み
に
し
て
、
或
る
部

分
を
避
け
た
り
抑
へ
た
り
し
な
が
ら

こ
は
ご
は
人
間
生
活
を
生
き
て
い
か

う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

即
ち
一
切
の
人
間
生
活
の
意
欲

を
抑
殺
せ
ず
し
て
、

総
て
を
十
分
に
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
根
本
の
生
活
を

強
く
記
し
く
し
て
行
か
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

ど
ん
な
人
間
生
活
の
渦

巻
の
中
へ
も
、

そ
の
人
聞
の
力
を
卜
分
に
現
し
て
行
く
た
め
に
喜
ん
で
進
ん

で
行
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
根
本
の
生
活
」
「
人
間
生
活
の
意
欲
」
と
い
っ
た
用
語
が
、

和
辻
お
よ
び
小
林
の
使
う
用
語
に
形
の
上
で
も
類
同
性
が
あ
り
、

そ
の
怠
昧
ニ
ユ

ア
ン
ス
に
お
い
て
も
類
同
性
が
あ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
小
林
の
「
生
活
の
意

力
」
は
片
上
の
「
人
間
作
し
活
の
意
欲
」
と
か
な
り
近
い
位
置
に
あ
る
。

和
辻
が
解
説
す
る
ニ

l
チ
ェ
の
「
権
力
怠
志
」
は
、
意
識
以
前
の
場
所
で
動
い

て
い
る
、

人
聞
の
生
き
よ
う
と
す
る
力
を
き
し
て
い
る
。
こ
の
概
念
は
、
教
育
論



に
お
け
る
「
生
命
の
力
L

と
共
通
す
る
意
味
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
生
団
長
江
訳

『二

l
チ
ェ
全
集
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
の
現
象
で
あ
り
、

の
結
論
で
あ
り
、
|
|
そ
し
て
何
物
の
原
因
と
も
な
ら
な
い
。

。
一
口
む

意
識
的
生
活
の
全
体
は
、
魂
を
伴
へ
る
、
温
情
を
伴
へ
る
、
徳
を
伴
へ
る
精

神
は
、
抑
も
そ
れ
は
何
へ
の
奉
仕
に
於
て
働
く
か
?

要
す
る
に
、
意
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
一
切
の
物
は

対
す
る
手
段
(
栄
養
を
取
引

動
物
的
根
本
機
能
に

の
あ
り
得
べ
き

又
高

雲 E
"11¥ 
グ)佐

挙 E
揚E為
。め

σ〉

最
大
の
完
全
化
に
於
て
。
と
り
分
け
、

「
意
識
」
さ
れ
た
も
の
は
「
原
因
」
で
は
な
い
。
「
意
識
的
生
活
」
は
と
り
わ
け

「
生
命
の
挙
揚
」
、
そ
の
「
最
大
の
完
全
化
」
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
生
命
」

」
そ
が
根
本
動
機
で
あ
る
。

生
命
主
義
的
な
教
育
論
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
「
生
命
」
は

チ
ェ
思
想
に
お
い
て
も
同
じ
く
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
両
者
の
意
味
ニ
ュ
ア
ン
ス

も
き
わ
め
て
近
接
し
て
い
る
。
「
根
本
生
命
」
の
「
要
求
に
向
か
っ
て
動
」
け
ば

「
掴
る
冶
こ
と
な
き
慧
智
」
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
「
自
己
の
生
命
力
を
如
何

に
強
大
偉
麗
に
す
る
か
が
重
要
だ
」
と
い
う
成
瀬
仁
蔵
の
主
張
を
今
ひ
と
た
び
思

い
起
こ
し
た
い
。

和
辻
は
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

感
覚
や
思
惟
は
凡
て
権
力
意
志
に
よ
っ
て
内
か
ら
動
か
さ
れ
て
ゐ
る
。
権
力

意
志
は
生
物
学
の
一
五
ふ
生
活
の
意
味
で
は
な
く
、
直
接
に
そ
れ
自
ら
と
し
て

生
き
ら
る
べ
き
根
本
の
生
命
で
あ
る
。
感
覚
や
思
惟
に
先
天
的
に
活
ら
い
て

ゐ
る
の
は
知
力
の
形
式
で
は
な
く
こ
の
生
命
の
力
で
あ
る
。
認
識
を
説
明
す

る
た
め
に
は
必
ず
認
識
以
上
の
立
場
即
ち
こ
の
生
命
の
力
か
ら
出
発
し
な
け

文
学
部
論
集

第
八
五
号
(
二

O
O
一
年
三
月
)

れ
は
な
ら
ぬ
。

右
で
「
根
本
の
生
命
L

は
「
知
力
の
形
式
で
は
な
く
こ
の
生
命
の
力
」
と
言
い

換
え
ら
れ
て
お
り
、
片
上
の
言
、
つ
「
根
本
の
生
活
」
と
語
義
を
同
じ
く
す
る
の
が

わ
か
る
。
た
と
え
ば
片
上
は
そ
の
教
育
論
で
、
「
年
少
の
子
弟
は
、
:
:
:
先
ず
そ

の
一
切
の
意
欲
を
如
何
に
し
て
思
ふ
ま
ま
に
伸
ぴ
行
か
し
む
べ
き
か
を
、
無
意
識

の
う
ち
に
最
も
重
大
と
感
じ
て
居
る
者
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
根
本

の
生
活
意
欲
を
「
如
何
に
し
て
思
ふ
ま
ま
に
仲
ぴ
行
か
し
む
べ
き
か
」
を
重
視
す

る
片
上
の
姿
勢
は
、
『
ニ

l
チ
ェ
全
集
』
に
あ
る
平
日
山
図
に
も
と
づ
く
総
て
の
現

む

@

む

む

o
n一
む

む

③

(

打

)

象
は
、
権
力
を
増
大
す
る
意
図
に
帰
し
て
し
ま
へ
る
L

、
す
な
わ
ち
意
図
的
な
現

象
の
根
本
に
「
権
力
意
志
」
が
あ
る
と
い
う
一
節
と
発
想
を
同
じ
く
す
る
も
の
で

ゐめヲ
Q

。
「
権
力
意
志
」
を
、
和
辻
は
「
神
秘
な
直
接
な
内
的
事
実
で
あ
る
」
と
も
言
い

換
え
る
。

生
命
主
義
的
教
育
論
が
、
極
め
て
近
い
位
置
に
あ

ニ
l
チ
ェ
思
想
と
、

る
の
を
確
認
で
き
る
。

4 

小
林
秀
雄
と

一
l
チ
ェ
思
想
及
び
生
命
主
義
の
関
係
を
さ
ら
に
見
て
い
く
。

「
根
本
の
生
命
」
、

「
神
秘
な
直
接
な
内
的
事
実
」
と
い
っ
た
言
い
方
そ
の
も
の
が

小
林
秀
雄
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
次
の
よ
う
な
言
葉
に
、

そ
れ
ら

と
同
じ
発
想
が
う
か
が
え
る
。

作
家
は
、

己
れ
の
情
熱
に
関
し
て
、
ど
ん
な
精
密
な
意
識
を
持
た
う
と
、
こ

れ
が
制
作
と
い
ふ
行
動
に
移
る
時
に
は
幾
多
の
無
意
識
を
許
さ
ね
ば
な
ら
ぬ

事
も
知
っ
て
ゐ
る
の
だ
。

(
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
H
」
昭
和
五
)

瓦



教
育
論
の
中
の
大
正
生
命
主
義
(
有
国
和
臣
)

作
者
を
、
本
当
に
動
か
し
導
い
た
も
の
は
、
彼
の
よ
く
知
っ
て
ゐ
た
当
時
の

思
想
と
い
ふ
様
な
も
の
で
は
な
く
、
彼
自
ら
は
っ
き
り
知
ら
な
か
っ
た
叙
事

詩
人
の
伝
統
的
魂
で
あ
っ
た
。
彼
自
ら
知
ら
ぬ
処
に
、
彼
が
本
当
に
よ
く
知

り
、
よ
く
信
じ
た
詩
魂
が
動
い
て
ゐ
た

(
寸
平
家
物
語
」
昭
和
十
七
)

右
と
、
和
辻
に
よ
る
ニ

l
チ
ェ
思
想
の
解
説
を
引
き
比
べ
る
。

生
理
学
者
や
哲
学
者
は
意
識
の
明
度
を
以
て
確
実
の
度
を
量
り
、
最
も
冷
静

な
論
理
的
思
考
を
最
も
尊
重
す
る
の
で
あ
る
が
、

一
一
イ
チ
ェ
は
意
識
と
し
て

明
ら
か
な
ら
ざ
る
物
ほ
ど
生
活
の
深
昧
を
暗
示
す
る
と
し
て
い
る
。
凡
て
人

聞
の
活
動
に
は
意
識
以
上
の
も
の
が
根
本
動
力
と
な
っ
て
活
ら
い
て
ゐ
る
の

で
、
こ
れ
な
く
し
て
は
例
へ
ば
芸
術
の
創
作
や
恋
愛
な
ど
を
根
本
的
に
了
解

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

和
辻
の
言
う
「
意
識
と
し
て
明
ら
か
な
ら
ざ
る
物
ほ
ど
生
活
の
深
昧
を
暗
示
す

る
」
と
い
う
考
え
方
と
、
作
者
が
「
彼
自
ら
知
ら
ぬ
処
に
、
彼
が
本
当
に
よ
く
知

り
、
よ
く
信
じ
た
詩
魂
が
動
い
て
ゐ
た
」
と
い
う
小
林
の
考
え
方
に
類
似
の
発
想

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
和
辻
が
説
く
ニ
!
チ
ェ
の
、
「
意
識
以
上
」

「
根
本
動
力
」
な
く
し
て
は
「
例
へ
ば
芸
術
の
創
作
や
恋
愛
な
ど
を
根
本
的
に
了

解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
L

と
い
う
考
え
方
と
、
小
林
の
「
芸
術
家
が
各
自
各
様

こ
の
「
作

の
宿
命
の
理
論
に
忠
実
で
あ
る
事
を
如
何
と
も
し
難
い
」

の
で
あ
り
、

者
の
宿
命
の
主
調
低
音
を
き
く
」
の
が
批
評
家
の
あ
る
べ
き
姿
だ
と
す
る
主
張

の
根
底
に
あ
る
考
、
ぇ
方
と
の
間
に
も
類
同
性
が
あ
る
。
両
者

と
も
、
意
識
の
奥
底
で
人
間
を
突
き
動
か
す
力
を
想
定
し
て
い
る
。

(
「
様
々
な
る
意
匠
」
)

片
上
伸
は
『
文
芸
教
育
論
』

で一言、
7
。

科
学
は
常
に
進
歩
発
達
を
期
し
て
を
る
た
め
昨
日
の
真
理
は
最
早
今
日
の
真

ノ、

理
で
は
な
い
。
:
:
:
此
外
形
的
真
理
に
対
し
て
別
に
内
部
的
真
理
が
あ
る
と

為
し
、

そ
れ
は
智
を
支
配
す
る
頭
脳
に
依
て
ず
は
な
く
情
を
支
配
す
る
心
臓

に
依
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
悟
得
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
感
得
せ
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
而
か
も
決
し
て
間
違
の
な
い
直
覚
的
の
も
の
で
あ
る
と
し

て
を
る
。
学
校
で
は
如
何
な
る
材
料
も
如
何
な
る
発
表
も
又
知
何
な
る
練
習

(
却
)

も
此
内
部
的
心
理
の
下
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
外
形
的
真
理
」
を
排
し
、
「
内
部
的
真
理
」
す
な
わ
ち
「
智
を
支
配
す
る
頭
脳

に
依
て
ず
は
な
く
情
を
支
配
す
る
心
臓
に
依
て
生
ず
る
も
の
」
あ
る
い
は
「
悟
得

せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
感
得
せ
ら
れ
る
も
の
」
を
称
揚
す
る
と
こ
ろ
が
、
和
辻

に
よ
る
「
感
覚
や
思
惟
に
先
天
的
に
活
ら
い
て
ゐ
る
の
は
知
力
の
形
式
で
は
な
く

こ
の
生
命
の
力
で
あ
る
」
と
い
う
ニ

l
チ
ェ
思
想
解
説
と
重
な
り
合
い
を
見
せ
て

いヲ
hv
。

芸
術
は
悟
性
よ
り
感
性
、

と
い
う
一
般
論
が
偶
然
重
な
っ
た
だ
け
だ
と
も
受
け

取
れ
る
が
、
こ
こ
で
ニ
一
一
口
う
「
感
得
せ
ら
れ
る
も
の
」
を
片
上
が
「
生
命
の
力
」
と

の

同
一
視
し
て
い
る
点
と
、
和
辻
が
「
知
力
の
形
式
」
と
対
比
し
つ
つ

「
生
命
の

力
L

を
称
揚
し
て
い
る
点
と
に
、
偶
然
と
は
4

一
一
同
い
が
た
い
一
致
が
見
ら
れ
る
。

小
林
秀
雄
は
「
並
日
一
偏
性
」
、
「
真
の
世
界
」
と
対
比
さ
せ
つ
つ
芸
術
に
お
け
る

「
人
間
情
熱
」
に
注
意
を
促
す
。

こ
こ
で
私
は
だ
ら
し
の
無
い
言
葉
が
乙
に
構
へ
て
ゐ
る
の
に
突
き
当
る
、
批

評
の
並
日
偏
性
、

と
。
だ
が
、
古
来
加
何
な
る
芸
術
家
が
普
遍
性
な
ど
と
い
ふ

怪
物
を
狙
っ
た
か
?

(
中
略

芸
術
の
性
格
は
、
こ
の
世
を
離
れ
た
美
の
国
を
、
真
の
世
界
を
、
五
日
々
に
見



せ
て
呉
れ
る
事
に
は
な
く

そ
こ
に
は
常
に
人
間
情
熱
が

最
も
明
瞭
な
記

号
と
し
て
存
す
る
と
い
ふ
点
に
あ
る
。

中
略

吾
々
が
彼
等
の
造
型
に
動
か
さ
れ
る
所
以
は
、
彼
等
の
造
型
を
彼
等
の
心
と

し
て
感
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

(
-
様
々
な
る
意
医
」
)

右
も
単
な
る
感
性
主
義
の
一
一
け
葉
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、

し
か
し
小
林
の

弓
一
口
う
「
人
間
情
熱
」
は
、
芸
術
家
に
と
っ
て
「
彼
自
ら
知
ら
ぬ
処
に
L

動
い
て
い

る
「
詩
魂
」
で
あ
り
、
芸
術
家
自
ら
は
意
識
化
で
き
な
い
働
き
で
あ
る
。
「
確
か

な
も
の
は
覚
え
込
ん
だ
も
の
に
は
な
い
。
強
ひ
ら
れ
た
も
の
に
あ
る
」
(
「
新
人
X

へ
」
昭
和
十
)
と
小
林
が
言
う
の
も
、
怠
識
よ
り
も
意
識
を
こ
え
た
原
動
力
に
注

中
日
却
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
り

一
見
偶
然
の
一
致
に
見
え
る
片
上
・
和
辻
の
文
脈

と
小
林
の
文
脈
と
の
類
似
性
の
底
に
は
、
同
じ
発
想
が
あ
る
。

さ
ら
に
和
辻
の
言
葉
を
示
す
。

ニ
イ
チ
ェ
の
見
た
る
芸
術
家
は
、
斯
く
の
如
く
、
科
学
を
以
て
明
か
に
す
る

こ
と
の
出
来
な
い
境
地
よ
り
出
で
て
創
作
す
る
。
;
:
:
芸
術
創
作
を
外
面
よ

り
見
れ
ば
種
々
不
純
な
も
の
を
合
ん
で
ゐ
る
様
で
あ
る
が
、
芸
術
家
の
内
生

活
よ
り
見
れ
ば
最
も
純
粋
な
美
的
活
動
で
あ
る
。
白
己
目
的
な
る
生
命
の
高

潮
と
そ
の
必
然
性
の
表
現
と
で
あ
る
。
も
し
さ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、

は
真
の
芸
術
創
作
で
は
な
い
。

そ
れ

「
科
学
」
よ
り
心
情
、

と
い
う
一
般
論
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
「
芸
術

創
作
L

を
「
午
命
の
高
潮
」
と
し
て
と
ら
、
え
る
、

そ
の
用
語
の
使
い
方
に
特
徴
が

あ
る
。
和
辻
の
言
葉
が
、
「
生
命
」
を
根
本
原
理
と
し
て
科
学
的
実
証
性
を
の
り

こ
え
よ
う
と
し
た
「
生
命
主
義
」

の
潮
流
!
と
、
同
じ
思
想
的
文
脈
の
中
に
あ
る
事

文
学
部
論
集

第
八
五
号
(
一
一
O
O
一
年
三
月

実
を
示
し
て
い
る
。
く
り
返
す
が
こ
の
よ
う
に
、

生
命
主
義
的
教
育
論
と
和
辻
の

一一

l
チ
ェ
解
説
に
は
同
じ
用
語
が
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
用
語
の
用
法

に
お
い
て
も
両
者
に
は
明
ら
か
な
共
通
性
が
あ
る
。

結
び

大
正
期
の
生
命
主
義
的
教
育
論

一
ー
チ
ェ
思
想

小
林
秀
雄
の
批
評
の
三
者

に
共
通
す
る
用
語
、

お
よ
び
そ
の
用
法
が
あ
る
点
を
見
て
き
た
。
「
生
命
根
本
の

動
力
」
「
根
本
生
命
」
と
い
っ
た
別
語
に
お
い
て
教
育
論
と
ニ

l
チ
ェ
・
和
辻
は

共
通
性
を
も
ち
、
「
そ
の
人
の
全
存
在
」
、
「
人
聞
の
全
的
活
動
」
と
い
っ
た
用
語

で
小
林
秀
雄
と
ニ

l
チ
ェ
・
和
辻
は
共
通
性
を
も
ち
、
ま
た
「
生
活
の
意
力
L

、

「
生
活
の
力
」
、
「
人
間
生
活
の
意
欲
L

と
い
っ
た
用
語
で
三
者
は
共
通
性
を
も
っ

て
い
た
。
そ
し
て
三
者
と
も
、
怠
識
を
こ
え
た
原
動
力
の
よ
う
な
も
の
が
、
人
間

生
活
の
担
本
に
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
ポ
し
て
い
る
。
そ
の
原
動
力
を
高
め
強
め

る
と
こ
ろ
に
一
二
者
の
眼
目
が
あ
る
。

ユ
上
よ
り
、
同
ら
か
乃
、

l

一

↑

;

(

三
者
に
共
通
す
る
思
想
的
根
底
が
あ
っ
た
と
考
え
る

の
が
妥
当
で
あ
る
。
生
命
主
義
と
、
特
に
和
辻
の
説
く
と
こ
ろ
の
ニ

l
チ
ェ
思
想

に
親
近
性
が
あ
り
、

そ
の
思
想
的
丈
脈
の
中
に
、

小
林
の
批
評
の
発
想
も
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

次
に
一
不
す
の
は
模
山
栄
次
の
芸
術
教
育
論
で
あ
る
。

賞
翫
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
と
一
戸
ふ
に
、
芸
術
口
聞
の
作
者
が
其
芸
術
的
活
動

を
為
す
と
き
と
同
じ
ゃ
う
に
そ
の
心
持
を
進
め
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
和
辻
の
ニ

l
チ
ェ
解
説
を
示
す
。

ニ
イ
チ
ェ
は
美
学
の
多
く
が
受
く
る
者
即
ち
鍛
賞
者
の
側
よ
り
人
聞
の
美
的

七



教
育
論
の
中
の
大
疋
生
命
主
義
(
有
川
和
臣

活
動
を
見
ゃ
う
と
す
る
の
を
攻
撃
し
、
鑑
賞
も
亦
間
接
の
創
作
で
あ
る
故
に
、

美
学
は
必
ず
創
作
者
即
ち
与
ふ
る
者
の
側
よ
り
出
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
す
る
の
で
あ
る
。

小
林
は
次
の
よ
う
に
一
一
一
一
口
う
。

観
念
的
美
学
者
た
ち
は
、
芸
術
の
構
造
を
如
何
様
に
も
精
密
に
す
る
事
が
出

来
る
、
な
ぜ
な
ら
彼
等
に
と
っ
て
結
局
芸
術
と
は
様
々
な
芸
術
的
感
動
の
縛

和
以
外
の
何
物
も
意
味
し
て
は
ゐ
な
い
か
ら
だ
。
実
証
的
美
学
者
等
は
、
芸

術
が
こ
の
世
に
出
現
す
る
法
則
に
就
い
て
如
何
様
に
も
正
確
な
図
式
を
作
る

事
が
出
来
る
、
何
故
な
ら
、
彼
等
に
と
っ
て
芸
術
と
は
人
間
歴
史
が
産
む

様
々
な
表
現
技
術
の
一
種
に
他
な
ら
な
い
為
で
あ
る
。
然
し
芸
術
家
に
と
っ

て
芸
術
と
は
感
動
の
対
象
で
も
な
け
れ
ば
思
索
の
対
象
で
も
な
い
、
実
践
で

あ
る
。
作
品
と
は
、
彼
に
取
っ
て
、

じ
れ
の
た
て
た
里
程
標
に
過
ぎ
な
い
、

彼
に
重
要
な
の
は
歩
く
事
で
あ
る
。

(
寸
様
々
な
る
意
匠
L
)

小
林
は
創
作
活
動
を
行
う
芸
術
家
の
側
に
立
ち
、

そ
の
創
作
現
場
の
活
動
に
視

点
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
創
作
現
場
の
活
動
を
「
実
践
」
と
い
う
言
葉
で
」
一
一
一
同
い
あ

ら
わ
し
て
い
る
。
小
林
の
言
う
「
実
践
」
は
、
槙
山
の
一
プ
一
口
う
「
芸
術
品
の
作
者
が

其
芸
術
的
活
動
を
為
す
と
き
と
同
じ
ゃ
う
に
そ
の
心
持
を
進
め
て
行
く
」
よ
う
な

よ
貝
翫
」
を
称
揚
す
る
た
め
の
語
で
あ
り
、
ま
た
和
辻
の
一
ニ
一
口
う
「
創
作
者
即
ち
与

ふ
る
者
の
側
よ
り
出
立
L

す
る
よ
う
な
「
美
学
」
を
称
揚
す
る
た
め
の
語
で
あ
る
。

ま
た
槙
山
は
」
一
二
回
う
。

賞
翫
者
は
自
ら
創
作
し
得
ざ
る
代
り
に
批
判
を
為
す
。
批
判
は
賞
翫
の
最
後

の
作
用
で
あ
る
。
要
す
る
に
芸
術
家
は
其
自
我
を
作
品
の
上
に
表
は
す
に
対

し
て
賞
翫
者
は
其
自
我
を
批
判
の
上
に
去
は
す
も
の
で
あ
る
。

f¥ 

小
林
は
「
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
文
芸
批
評
を
前
に
し
て
、
舟
が
波
に
拘
わ
れ
る
様

に
、
繊
鋭
な
解
析
と
滋
刺
た
る
感
受
性
の
運
動
に
私
が
没
は
れ
て

f
ふ
と
い
ふ
」

体
験
を
語
り
つ
つ
次
の
よ
う
に
一
一
一
一
日
う
。

こ
の
時
、

彼
の
魔
術
に
活
か
れ
つ
つ
も
、
私
が
止
し
く
眺
め
る
も
の
は
、

日書

好
の
形
式
で
も
な
く
尺
度
の
形
式
で
も
な
く
無
双
の
情
熱
の
形
式
を
と
っ
た

彼
の
夢
だ
。
そ
れ
は
正
し
く
批
評
で
は
あ
る
が
メ
彼
の
独
白
で
も
あ
る
。

(
「
様
々
な
る
意
匠
」
)

「
無
双
の
情
熱
の
形
式
を
と
っ
た
彼
の
夢
」
が
彼
の
寸
批
評
」

で
あ
り
よ
恨
の

独
白
L

で
あ
る
。
こ
の
小
林
の
言
葉
と
、

さ
ら
に
次
の
和
辻
の
言
葉
を
ひ
き
比
べ

る

芸
術
創
作
は
高
め
ら
れ
た
る
生
活
と
し
て
説
か
れ
る
。
芸
術
鑑
賞
も
亦
こ
の

芸
術
創
作
の
弱
い
場
合
で
あ
る
。
:
:
:
強
烈
な
る
生
命
表
現
の
芸
術
に
接
す

を る
兄時
る
の鑑
で賞
あ者
るEの

生
命
は
力
を
、τ1c
)ι 
け
て
興
『ι~

簡

し

そ
の
芸
術
に
自
己
の
表
現

小
林
の
「
無
双
の
情
熱
の
形
式
を
と
っ
た
伎
の
夢
」
は
、
表
現
こ
そ
違
う
が
和

辻
の
「
強
烈
な
る
生
命
表
現
」
に
通
じ
る
怠
味
合
い
を
も
っ
て
お
り
、

し
か
も
そ

れ
に
接
し
た
「
鑑
賞
者
」
は
そ
の
芸
術
に
芸
術
家
の
「
自
己
の
表
現
」
を
見
る
。

小
林
が
ボ

i
ド
レ

l
ル
の
批
評
に
寸
彼
の
独
自
L

を
見
る
よ
う
に
。

槙
山
が

A
a
a

一H
う
の
は
芸
術
家
の
臼
己
で
は
な
く
、

「
賞
翫
者
」

の
「
自
我
」
が
そ

の
「
批
判
の
上
に
」
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、

小
林
は
さ
ら
に
、
「
傑
作

の
豊
富
性
の
底
を
流
れ
る
、
作
者
の
宿
命
の
、
王
調
低
音
を
き
く
」
と
き
「
私
の
心

が
私
の
言
葉
を
語
り
始
め
る
L

(

寸
様
々
な
る
怠
医
」
)
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

や

は
り
、
主
張
の
方
向
は
同
じ
で
あ
る
。



こ
れ
ら
の
、

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
教
育
論
、

一
見
偶
然
に
見
え
る
類
似
も
、

小
林
の
つ
一
者
の
発
想
の
共
通
性
を
念
頭
に
置
く
と
、
偶
然
で
は
な
い

何
ら
か
の
必
然
性
、
す
な
わ
ち
三
者
が
同
じ
一
つ
の
思
想
潮
流
の
中
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
と
い
う
事
実
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

生
命
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義
、
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鈴
木
貞
美
編
『
大
正
生
命
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義
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代
』
河
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日

(
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木
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『
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生
命
L

で
読
む
日
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近
代
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H
本
放
送
出
版
協
会

年
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月
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五
日
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3
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成
瀬
仁
蔵
『
新
時
代
の
教
育
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博
文
館
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年
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月
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二
日

(
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「
文
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育
の
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文
芸
教
育
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教
室
目

院
大
正
十
一
年
九
月
十
日
)

(
5
)

片
上
仲
「
文
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育
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文
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京
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新
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治
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文
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片
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現
実
を
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す
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心
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(
『
文
章
世
界
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大
正
二
年
一
月
)

(
叩
)
拙
稿
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初
期
小
林
秀
雄
の
思
想
形
成
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|
l
ニ
|
チ
エ
『
力
へ
の
意
志
』
と

『
宿
命
』
」
(
『
稿
本
近
代
文
学
』
平
成
六
年

1
一
月
)

(
日
)
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
東
京
内
田
老
鶴
岡
大
正
二
年
六
二
頁

(
臼
)
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
六
六
頁

(
日
)
片
上
伸
「
文
芸
に
よ
る
人
聞
の
教
育
」
大
正
十
年
三
月
(
『
文
芸
教
育
論
』
)

(
臼
)
ニ

l
チ
エ
『
権
力
へ
の
意
志
(
下
)
』
四
七
八
節
(
生
団
長
江
訳
『
ニ
|
チ

エ
全
集
第
八
篇
』
新
潮
社
大
正
十
四
年
)

『
権
力
へ
の
意
志
(
下
)
』
六
七
四
節

『ニ

l
チ
ェ
研
究
』
八
六
頁

平
成
七
年
一
二
月

平
成
八

(
日
)

(
日
)

文
学
部
論
集

第
八
五
号
(
二

O
O
一
年
三
月
)

(
口
)
『
権
力
へ
の
青
山
士
山
(
下
)
』
六
六
三
節

(
凶
)
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
六
七
頁

(
凹
)
了
一
イ
チ
ェ
研
究
』
六
六
頁

(
却
)
「
文
芸
に
よ
る
人
間
の
教
育
」

(
況
)
『
ニ
|
チ
ェ
研
究
』
八
六
頁

(
幻
)
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
三
二
九
頁

(
お
)
ニ

l
チ
ェ
の
日
本
へ
の
紹
介
者
の
一
人
で
あ
り
、
高
等
師
範
学
校
の
独
語
教

授
で
あ
っ
た
登
張
信
一
郎
(
竹
風
)
が
、
明
治
三
六
年
に
『
新
教
育
論
芸
術

編
』
(
有
朋
館
)
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
れ
は
反
科
学
・
非
合
理
主
義
を
称
揚

し
た
独
国
人
ラ
ン
グ
べ
|
ン
(
円
山
口
問
σ巾
Z
P
τ
=
5
Z日

H
Eミ
)
の
『
教

育
者
と
し
て
の
レ
ン

9

フ
ラ
ン
ト
』
(
勾

S
Sミ
さ
符
ミ
同
誌
札
口
町

F
2
5
2
)
の
訳

で
あ
っ
た
。
「
反
科
学
・
非
合
理
主
義
」
は
生
命
主
義
の
特
徴
で
も
あ
る
。

(
社
)
槙
山
栄
次
『
新
教
育
論
』
目
黒
童
日
庖
大
正
十
四
年
二
月
十
一
一
一
日

(
お
)
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
二
三
四
頁

(
出
)
『
新
教
育
論
L

(
幻
)
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
二
一
三
一
一
良

{
付
記
}

本
稿
は
、
仰
教
大
学
平
成
十
二
年
度
特
別
研
究
助
成
(
個
人
特
定
研
究
)
に
よ
る
成

果
で
あ
る
。

(
あ
り
た
か
ず
お
み
国
文
学
科
)

二
O
O
O年
十
月
十
八
日
受
理

九


