
教
育
と
マ
ジ
ッ
ク

―
環
境
問
題
に
引
き
つ
け
て
―
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正

博

要

旨

教
育
と
マ
ジ
ッ
ク
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
マ
ジ
ッ
ク
は
人
間
の
持
つ
固
定
観
念
を
巧
み
に
利
用
す
る
。
他
方
、
教
育

の
目
的
の
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
子
ど
も
が
持
っ
て
い
た
固
定
観
念
を
打
ち
壊
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
マ
ジ
ッ
ク
と
教
育
は
逆
の
関
係
に
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
子
ど
も
の
も
つ
固
定
観
念
を
取
っ
払
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
の
方
法
を
二
つ
提
示
し
た
い
。

ま
ず
一
つ
目
は
、
こ
れ
ま
で
も
っ
て
い
る
固
定
観
念
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
や
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
最
も
成
功
を
お
さ
め
た
例
と
し

て
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が
挙
げ
ら
れ
る
。
従
来
の
天
動
説
を
地
動
説
に
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
宇
宙
観
を
劇
的
に
変
え

た
。
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
も
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
逆
立
ち
し
て
い
る
と
考
え
、
そ
れ
を
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
自
の
哲
学
を
構
築
し
た
。

二
つ
目
は
、
何
気
な
い
日
常
の
生
活
の
中
に
、
新
た
な
も
の
を
見
い
だ
す
目
を
も
た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。「
日
常
の
中
に
非
日
常
を
見
る
」

こ
と
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
長
田
弘
の
詩
と
、
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
『
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
』
に
そ
の
実
例
を
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み
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
と
も
、
平
凡
な
風
景
の
中
に
「
奇
跡
」（
ミ
ラ
ク
ル
、
ワ
ン
ダ
ー
）
と
も
い
え
る
も
の
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

最
後
に
、
私
自
身
が
ひ
っ
く
り
返
し
た
も
の
と
し
て
、
デ
ュ
ー
イ
の
教
育
論
・
民
主
主
義
論
と
そ
れ
と
関
わ
っ
て
福
沢
諭
吉
の
自
然
観
を

取
り
上
げ
た
。
い
ず
れ
も
十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
と
進
歩
を
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
と
し
て
い
る
た
め
に
、
自
然
破
壊
を
内
包
し
、
自
然

と
の
共
生
が
問
わ
れ
る
今
日
的
・
環
境
問
題
の
視
点
か
ら
、
再
検
討
を
要
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

教
育
・
マ
ジ
ッ
ク
・
ひ
っ
く
り
返
し
・
新
鮮
な
目
・
環
境
問
題

は
じ
め
に

か
つ
て
似
た
題
で
、
教
育
と
マ
ジ
ッ
ク
の
関
係
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る

（
1
）。

そ
こ
で
は
、
マ
ッ
ジ
ク
の
本
質
は
、
人
間
の
持
つ
固
定
観
念

を
巧
み
に
利
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
他
方
で
、
有
田
和
正
氏
の
「
ネ
タ
論
」
は
、
こ
ど
も
の
持
つ
固
定
観
念
を
突
き

崩
し
、
新
た
な
視
点
に
目
を
開
か
せ
る
教
材
こ
そ
優
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
で
、
こ
う
み
る
と
マ
ッ
ジ
ク
の
タ
ネ
と
教
材
と
し
て
の
ネ
タ

は
表
と
裏
で
く
っ
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
論
じ
た
。

今
回
、
創
造
性
を
養
う
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
改
め
て
教
育
と
マ
ジ
ッ
ク
と
の
関
係
を
、
主
に
環
境
問
題

を
題
材
に
取
り
な
が
ら
、
問
う
て
み
た
の
で
あ
る
。
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一
、
ひ
っ
く
り
返
す

長
い
間
マ
ジ
ッ
ク
を
や
っ
て
き
て
、
改
め
て
そ
の
本
質
は
何
か
と
問
う
と
、
先
に
も
触
れ
た
が
、
人
間
の
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
固
定
観
念

を
利
用
す
る
こ
と
だ
と
い
え
る
。
マ
ジ
ッ
ク
を
考
案
す
る
人
は
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
を
徹
底
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
人
間

の
持
つ
固
定
観
念
中
の
固
定
観
念
と
は
何
か
。
そ
れ
を
探
し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

他
方
、
教
育
は
と
い
え
ば
、
マ
ジ
ッ
ク
と
違
っ
て
、
こ
れ
ま
で
子
ど
も
の
持
つ
固
定
観
念
を
取
っ
払
っ
て
や
る
こ
と
が
一
つ
の
使
命
だ

と
考
え
る
。
先
の
有
田
氏
の
開
発
す
る
ネ
タ
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
の
目
的
に
沿
っ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ま
で
の
教

育
で
は
、
お
お
よ
そ
に
お
い
て
図
１
の
よ
う
な
形
で
知
識
を
暗
記
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
特
に
私
の

専
門
の
社
会
科
は
、
ま
さ
し
く
「
暗
記
科
目
」
と
見
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
教
育
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る

子
ど
も
た
ち
の
知
識
の
拡
大
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
、
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
図
の
よ
う
に
教
科
書
や

そ
の
他
の
資
料
を
媒
介
に
し
て
、
知
識
を
多
く
持
つ
教
師
が
ま

だ
知
識
の
少
な
い
子
ど
も
に
、
表
現
の
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え

ば
、
知
識
を
た
た
き
込
む
の
で
あ
る

（
2
）。

子
ど
も
に
と
っ
て
は
、

そ
の
知
識
を
記
憶
す
る
こ
と
が
勉
強
な
の
で
あ
る
。
図
で
い
え

ば
円
を
大
き
く
し
て
い
く
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
知
識
の
量
を
拡

大
し
て
い
く
こ
と
が
究
極
の
目
標
な
の
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
一
番
の
理
想
は
先
生
や
教
科
書
と
同
じ
量
の
知
識
を

教
育
と
マ
ジ
ッ
ク
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持
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
知
識
を
蓄
え
れ
ば
「
も
の
し
り
」
に
は
な
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
が
教
育
の
目
標
で
あ

ろ
う
か
。

さ
て
、
今
日
の
社
会
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
大
き
な
特
徴
は
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
社
会
の
激
変
で
あ
る
。
こ
れ
が
文
明
社
会
の
本
質
だ

と
見
抜
い
た
の
は
百
四
十
年
前
の
福
沢
諭
吉
で
あ
る
が
、
そ
の
福
沢
が
そ
の
変
化
の
速
さ
を
、「
世
の
中
の
有
様
は
次
第
に
進
み
、
昨
日

便
利
と
せ
し
も
の
も
今
日
は
迂
遠
と
為
り
、
去
年
の
新
工
夫
も
今
年
は
陳
腐
に
属
す
」
と
論
じ
て
い
る
の
は
た
い
し
た
も
の
だ
と
思
う

（
3
）。

そ
れ
を
私
は
い
つ
も
学
生
に
、「
昨
日
買
っ
た
ス
マ
ホ
は
、
今
日
は
古
い
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
代
の
社
会
の

め
ま
ぐ
る
し
い
変
化
は
、
ま
ち
が
い
な
く
福
沢
の
想
像
を
超
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
昨
日
習
っ
た
知
識
は
今
日
は
役

立
た
な
い
の
で
あ
る
。
一
生
懸
命
記
憶
し
た
知
識
が
す
ぐ
に
役
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
す
る
の
が
よ
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
し
か
も
、
今
や
先
生
か
ら
教
わ
ら
な
く
て
も
、
電
子
辞
書
や
ス
マ
ホ
、
あ
る
い
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
簡
単
に
知
識
を
得
ら
れ
る
時

代
に
突
入
し
た
。
大
学
生
で
も
意
識
の
あ
る
者
は
、
私
が
講
義
で
何
か
を
述
べ
る
と
す
ぐ
に
ス
マ
ホ
で
調
べ
て
い
る
。
極
論
す
れ
ば
こ
う

し
た
機
器
の
扱
い
方
を
知
れ
ば
、
先
生
な
ど
い
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
は
や
明
治
以
来
今
日
ま
で
続
い
て
き
た
、「
知
識
伝
達
型
教
師
」

は
必
要
で
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い

（
4
）。

と
す
れ
ば
、
私
は
こ
れ
か
ら
の
教
育
は
知
識
を
伝
え
る
こ
と
よ
り
も
、
思
考
力
を
高
め

る
こ
と
や
、
さ
ら
に
は
創
造
力
を
培
う
こ
と
に
主
眼
を
置
く
べ
き
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る

（
5
）。

そ
の
た
め
の
一
つ
の
有
力
な
方
法
が
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
「
ひ
っ
く
り
返
す
」
こ
と
に
あ
る
と
、
長
い
間
考
え
て
き
た
。
Ips細
胞
の

研
究
で
名
高
い
ノ
ー
ル
ベ
賞
受
賞
者
の
山
中
伸
弥
氏
は
、「
科
学
の
世
界
で
は
、
無
理
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
日
実
現
す
る
こ
と

も
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
。
研
究
を
進
め
や
す
く
す
る
た
め
に
必
要
だ
と
思
う
こ
と
は
何
で
す
か
」
と
い
う
中
学
生
の
質
問
に
、「
常
識
に

と
ら
わ
れ
な
い
、
教
科
書
を
う
の
み
に
し
な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。
先
生
の
言
う
こ
と
を
聞
く
こ
と
は
と
て
も
大
切
だ
け
ど
、
時
に
は
疑

う
こ
と
も
大
切
な
ん
で
す
」
と
答
え
て
い
る

（
6
）。

大
変
重
要
な
指
摘
で
、
こ
こ
で
出
て
く
る
常
識
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
固
定
観
念
と
い
っ
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て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
ど
う
ひ
っ
く
り
返
す
か
。

こ
れ
ま
で
従
来
の
常
識
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
、
大
き
な
成
功
を
お
さ
め
た
例
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の

は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
で
あ
ろ
う
。
彼
以
前
に
は
、
地
球
が
宇
宙
の
中
心
で
あ
る
と
す
る
天
動
説
を
、
そ
れ
こ
そ
一
八
〇
度
ひ
っ
く
り
返
し
て

地
動
説
を
唱
え
、
そ
れ
ま
で
の
宇
宙
観
を
大
き
く
変
え
た
。
ま
た
、
カ
ン
ト
は
、
そ
れ
ま
で
対
象
が
認
識
を
決
定
す
る
と
さ
れ
て
い
た
も

の
を
、
全
く
逆
に
認
識
が
対
象
を
決
定
す
る
と
考
え
、
認
識
論
上
の
い
わ
ば
革
命
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
こ
と
を
い
み

じ
く
も
、「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
と
名
づ
け
た

（
7
）。

さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
が
精
神
と
人
間
的
現
実
と
が
全
面
的
に
逆

立
ち
し
て
い
る
も
の
と
批
判
し
、
そ
れ
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
後
に
巨
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
彼
独
自
の
理
論
を
組
み
立

て
た
の
で
あ
る
。

二
〇
一
四
年
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
の
天
野
浩
氏
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
青
色
Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
開
発
に
さ
い
し
て
、
結
晶
を
作
ろ
う
と
し

て
も
全
然
で
き
な
い
。
そ
の
結
晶
を
作
る
た
め
に
は
温
度
を
上
げ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
、
古
い
装
置
で
い
く
ら
調
子
を
上
げ
て
も

温
度
は
一
〇
〇
〇
度
く
ら
い
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
助
教
授
や
講
師
、
助
手
と
毎
晩
議
論
し
、
ア
イ
デ
ア
を
出
し
、
こ
れ
ま
で
と

は
逆
に
温
度
を
低
く
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
き
れ
い
な
結
晶
が
見
え
た
と
い
う
。
こ
れ
も
ま
た
逆
転
の
発
想
で
あ
ろ
う

（
8
）。

こ
う
し
た
ひ
っ
く
り
返
し
は
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
に
見
ら
れ
る
。
小
学
校
三
年
生
の
国
語
で
よ
く
取
り
扱
わ
れ
る
「
三
年
と
う
げ
」
と

い
う
韓
国
の
作
品
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
（
作
者
は
李
錦
玉
）。
簡
単
に
あ
ら
す
じ
を
示
せ
ば
、
あ
る
所
に
、
三
年
と
う
げ
と
よ
ば
れ
る

と
う
げ
が
あ
り
、
そ
こ
に
次
の
よ
う
な
言
い
つ
た
え
が
あ
っ
た
。「
三
年
と
う
げ
で
転
ぶ
で
な
い
。
三
年
と
う
げ
で
転
ん
だ
な
ら
ば
三
年

き
り
し
か
生
き
ら
れ
ぬ
。
長
生
き
し
た
け
り
ゃ
、
転
ぶ
で
な
い
ぞ
。
三
年
と
う
げ
で
転
ん
だ
な
ら
ば
、
長
生
き
し
た
く
も
生
き
ら
れ
ぬ
。」

し
か
し
、
一
人
の
お
じ
い
さ
ん
が
と
な
り
村
へ
反
物
を
売
り
に
行
っ
た
帰
り
、
ひ
が
く
れ
て
足
を
急
が
せ
た
た
め
、
石
に
つ
ま
づ
い
て
転

ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
真
っ
青
に
な
っ
た
お
じ
い
さ
ん
は
家
に
す
っ
と
ん
で
帰
り
、
お
ば
あ
さ
ん
に
し
が
み
つ
き
、
お
い
お
い
な
い

教
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た
。「
あ
あ
、
ど
う
し
ょ
う
ど
う
し
ょ
う
。
わ
し
の
じ
ゅ
み
ょ
う
は
、
あ
と
三
年
じ
ゃ
。
三
年
し
か
生
き
ら
れ
ぬ
の
じ
ゃ
。」
そ
の
日
か
ら

お
じ
い
さ
ん
は
ご
は
ん
も
食
べ
ず
に
、
ふ
と
ん
に
も
ぐ
り
こ
み
、
と
う
と
う
病
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
水
車
屋
の
ト
ル
ト
リ
が
み
ま
い
に
来
て
い
う
に
は
、
自
分
の
い
う
と
お
り
に
す
れ
ば
病
気
は
き
っ
と
な
お
る
と
。
そ

れ
は
三
年
と
う
げ
で
も
う
一
度
転
べ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
ば
か
な
。
わ
し
に
も
っ
と
早
く
死
ね
と
い
う
の
か
。」「
そ
う
じ
ゃ
な
い

ん
だ
よ
。
一
度
転
ぶ
と
、
三
年
生
き
る
ん
だ
ろ
う
。
二
度
転
べ
ば
六
年
、
三
度
転
べ
ば
九
年
、
四
度
転
べ
ば
十
二
年
。
こ
の
よ
う
に
、
何

度
も
転
べ
ば
、
う
ん
と
長
生
き
で
き
る
は
ず
だ
よ
。」
こ
の
言
葉
に
納
得
し
た
お
じ
い
さ
ん
は
、
す
ぐ
に
三
年
と
う
げ
に
行
き
、
何
度
も

転
ん
で
病
気
は
す
っ
か
り
な
お
り
、
お
ば
あ
さ
ん
と
二
人
な
か
よ
く
幸
せ
に
長
生
き
し
た
と
い
う
話
し
で
あ
る
。

お
わ
か
り
の
よ
う
に
、「
一
度
転
ん
だ
ら
三
年
で
死
ぬ
」
を
「
一
度
転
ぶ
と
三
年
生
き
る
」
と
、
考
え
方
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
と
こ
ろ

が
こ
の
話
し
の
落
ち
で
あ
る
。
本
稿
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
非
常
に
興
味
深
い
物
語
で
あ
ろ
う
（
以
上
は
『
国
語
三
下
』〈
光
村
図
書
〉

二
〇
一
五
年
か
ら
引
用
）。

そ
の
ほ
か
に
も
、
今
日
の
サ
ス
ペ
ン
ス
の
は
し
り
と
も
い
う
べ
き
、
名
張
市
が
生
ん
だ
江
戸
川
乱
歩
の
有
名
な
言
葉
に
、「
う
つ
し
世

は
ゆ
め
、
よ
る
の
夢
こ
そ
ま
こ
と
」（
原
文
の
マ
マ
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
あ
る
い
は
「
長
崎
の
鐘
」
な
ど
で
、
歌
謡
曲
の
世
界
に
一

時
代
を
築
き
、
平
成
四
年
に
は
国
民
栄
誉
賞
を
受
賞
し
た
藤
山
一
郎
は
晩
年
に
、「
悲
し
い
歌
に
は
で
き
る
だ
け
感
情
を
こ
め
ず
に
淡
々

と
歌
い
、
テ
ン
ポ
の
明
る
い
歌
に
対
し
て
は
、
多
少
ウ
エ
ッ
ト
に
差
を
持
た
せ
て
表
現
し
た
い
。
反
対
に
表
現
す
る
の
が
、
大
人
の
芸
だ

と
思
っ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
い
る
（
Y
ou
T
ube「
藤
山
一
郎
ス
ペ
シ
ャ
ル
」
よ
り
）。
い
ず
れ
も
ひ
っ
く
り
返
し
に
よ
っ
て

大
き
な
成
功
を
お
さ
め
た
偉
人
で
あ
る

（
9
）。
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二
、
新
鮮
な
目
で
見
る

さ
て
、
も
う
一
つ
私
が
こ
れ
ま
で
も
大
き
な
関
心
を
も
っ
て
き
た
理
論
に
、
ゴ
ー
ド
ン
の

SY
N
ECT
ICS（
創
造
工
学
）
が
あ
る
。
こ
の
シ
ネ
ク
テ
ィ
ク
ス
と
い
う
言
葉
は
、
ギ
リ
シ
ャ

語
か
ら
き
た
も
の
で
、
異
な
っ
た
そ
し
て
一
見
関
連
の
な
い
要
素
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
意
味

を
持
つ

（
10
）。

ど
う
し
た
ら
創
造
的
に
な
れ
る
か
、
彼
の
答
え
は
「
異
質
馴
化
」
と
「
馴
質
異
化
」

と
い
う
概
念
に
集
約
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
「
異
質
馴
化
」
は
、
見
慣
れ
な
い
も
の
を
見

慣
れ
た
も
の
に
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
人
間
と
い
う
生
物
は
根
本
的
に
は
保
守
的
で
あ
り
、
見

慣
れ
な
い
事
物
や
観
念
に
で
あ
う
と
恐
れ
を
感
じ
る
。
見
慣
れ
な
い
も
の
を
消
化
す
る
た
め
に

そ
れ
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
形
に
変
え
て
み
た
り
、
こ
こ
ろ
の
持
ち
方
を
変
え
て
受
け
入

れ
る
余
地
を
作
っ
て
み
た
り
す
る
。

た
だ
こ
の
「
異
質
馴
化
」
の
過
程
は
、
分
析
と
さ
さ
い
な
こ
と
に
走
っ
て
そ
れ
自
体
が
終
点

と
な
り
、
そ
こ
か
ら
何
も
出
て
こ
な
い
と
い
う
危
険
性
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
の
は
、

問﹅

題﹅

を﹅

新﹅

し﹅

い﹅

見﹅

地﹅

か﹅

ら﹅

見﹅

る﹅

こ
と
で
あ
る
と
ゴ
ー
ド
ン
は
い
う
。

（
11
）

他
方
、
後
者
「
馴
質
異
化
」
は
、
見
慣
れ
た
も
の
を
見
慣
れ
な
い
も
の
に
す
る
こ
と
、
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
前
か
ら
あ
る
同
じ
世
界
、
人
間
、
概
念
、
感
情
、
事
物
を
意
識
的
に
新
し
い

角
度
か
ら
見
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
こ
う
し
た
状
態
を
続
け
る
と
不
安
な
落
ち
着
か

な
い
気
持
ち
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
見
慣
れ
た
も
の
を
見
慣
れ
な
い
も
の
に
し
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て
お
く
こ
と
は
、
創
造
の
基
本
的
な
訓
練
の
一
つ
で
あ
る
と
、
ゴ
ー
ド
ン
は
指
摘
す
る
。
新
し
い
も
の
の
意
味
と
可
能
性
を
す
べ
て
認
識

し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
一
時
的
に
は
あ
い
ま
い
か
つ
混
乱
し
た
状
態
に
陥
る
危
険
を
冒
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

（
12
）。

こ
れ
を
私
流
に
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
図
２
の
よ
う
な
形
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
落
ち
た
と
き
、
周
り
の
も

の
は
す
べ
て
自
分
に
と
っ
て
見
慣
れ
な
い
も
の
、
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
広﹅

い﹅

意﹅

味﹅

で﹅

の﹅

教
育
に
よ
っ
て
、
次
第
に
身
の
周
り
の

も
の
の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
れ
は
知
識
の
拡
大
と
い
う
形
を
と
る
。
す
る
と
こ
の
図
の
円
の
大
き
さ
が
徐
々
大
き
く
な
っ
て
い

く
こ
と
に
な
り
、
前
に
見
た
図
１
を
横
に
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
図
の
右
に
向
か
っ
て
い
く
矢
印
が
「
教
育
」
で
あ
る
。
こ
れ

が
ゴ
ー
ド
ン
の
い
う
「
異
質
馴
化
」
の
過
程
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
図
の
右
か
ら
左
へ
行
く
破
線
の
矢
印
が
「
馴
質
異
化
」
の
過
程
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
ち
ら
が
「
異
質
馴
化
」
よ
り
も
よ
り
効
率

の
高
い
「
創
造
」
へ
の
道
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
線
か
ら
破
線
へ
の
転
換
も
、
こ
れ
も
ま
た
ひ
っ
く
り
返
し
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
普
段
見
慣
れ
た
も
の
を
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
見
慣
れ
な
い
も
の
に
で
き
る
の
か
。
換
言
す
れ
ば
、
新
し
い
も
の
の
見
方
に

転
換
で
き
る
の
か
。

一
つ
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
私
は
、
長
田
弘
氏
の
詩
に
注
目
し
て
い
る

（
13
）。

こ
こ
で
は
、
二
つ
掲
げ
て
み
る
。
最
初
の
も
の
は
「
奇
跡
―
ミ

ラ
ク
ル
―
」
で
あ
る
。

庭
の
小
さ
な
白
梅
の
つ
ぼ
み
が

ゆ
っ
く
り
と
静
か
に
ふ
く
ら
む
と
、

日
の
光
が
春
の
影
を
や
ど
し
は
じ
め
る
。

冬
の
あ
い
だ
じ
ゅ
う
ず
っ
と
、
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緑
濃
い
葉
の
あ
い
だ
に
鮮
や
か
に

ぼ
つ
ぼ
つ
と
咲
き
つ
い
で
き
た
の
は

真
っ
白
な
カ
ン
ツ
バ
キ
だ
っ
た
が
、

不
意
に
、
終
日
、
春
一
番
が

カ
ン
ツ
バ
キ
の
花
弁
を
ぜ
ん
ぶ
、

き
れ
い
に
吹
き
散
ら
し
て
い
っ
た
。

翌
朝
に
は
、
こ
ん
ど
は
、

ボ
ケ
の
赤
い
花
々
が
点
々
と

細
い
枝
々
の
先
の
先
ま
で

撒
い
た
よ
う
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
。

朝
起
き
て
、
空
を
見
上
げ
て
、

空
が
天
の
湖
水
に
思
え
る
よ
う
な

薄
青
く
晴
れ
た
朝
が
き
て
い
た
ら
、

も
う
す
ぐ
春
彼
岸
だ
。

心
に
親
し
い
死
者
た
ち
が

足
音
も
立
て
ず
に
帰
っ
て
く
る
。

ハ
ク
モ
ク
レ
ン
の
大
き
な
花
び
ら
が
、

頭
上
の
、
途
方
も
な
い
青
空
に
向
か
っ
て
、

教
育
と
マ
ジ
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握
り
拳
を
パ
ッ
と
ほ
ど
い
た
よ
う
に

い
っ
せ
い
に
咲
い
て
い
る
。

た
だ
こ
こ
に
在
る
だ
け
で
、

じ
ぶ
ん
の
す
べ
て
を
、
損
な
う
こ
と
な
く
、

誇
る
こ
と
な
く
、
み
ず
か
ら
、
み
ご
と
に
生
き
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
、

な
ん
と
い
う
、
花
の
木
た
ち
の
奇
跡
。

き
み
は
ま
ず
風
景
を
慈
し
め
よ
。

す
べ
て
は
、
そ
れ
か
ら
だ
。

普
段
何
気
な
く
見
て
い
る
も
の
も
、
す
ぐ
れ
た
詩
人
の
手
に
か
か
れ
ば
そ
れ
が
ミ
ラ
ク
ル
と
な
っ
て
、
全
く
新
し
い
見
方
が
で
き
る
。

見﹅

慣﹅

れ﹅

た﹅

も﹅

の﹅

が﹅

見﹅

慣﹅

れ﹅

な﹅

い﹅

も﹅

の﹅

へ﹅

と﹅

変﹅

貌﹅

す﹅

る﹅

。
こ
の
よ
う
な
感
性
こ
そ
創
造
性
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、「
こ
の
世
の
間
違
い
」
で
あ
る
。

春
、
暖
か
な
日
が
き
た
ら
、
草
と
り
を
す
る
。

家
の
ま
わ
り
、
日
の
当
ら
な
い
、
冷
た
い
場
所
に
、

い
っ
せ
い
に
、
び
っ
し
り
と
、
生
え
で
て
く
る
、

幼
い
、
名
も
知
ら
な
い
、
草
た
ち
の
草
と
り
。

身
を
屈
め
、
草
た
ち
を
ぬ
い
て
い
く
。
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ニ
ガ
ナ
？
ノ
ミ
ノ
ツ
ヅ
リ
？
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
？

荒
れ
た
草
を
ぬ
き
、
土
を
と
と
の
え
る
。

そ
し
て
、
風
の
小
さ
な
通
り
道
を
こ
し
ら
え
る
。

こ
こ
は
、
家
と
家
の
あ
い
だ
の
、

ほ
ん
の
わ
ず
か
な
隙
間
に
す
ぎ
な
い
の
に
、

こ
こ
に
は
、
神
々
の
世
界
が
あ
る
。

日
の
翳
り
。
風
の
一
ひ
ね
り
。
す
る
ど
い

鳴
き
声
を
の
こ
し
て
飛
び
去
る
キ
セ
キ
レ
イ
の
影
。

白
木
蓮
の
落
ち
た
花
片
。
枝
々
の
先
の
新
芽
。

沈
丁
花
の
匂
い
が
す
る
。
こ
こ
で
は
、

ど
ん
な
些
細
な
も
の
に
も
意
味
が
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
こ
の
世
の
間
違
い
が
は
っ
き
り
見
え
る
。

ゲ
ー
テ
の
言
っ
た
、
こ
の
世
の
間
違
い
が
。

限
界
を
忘
れ
て
、
神
々
と
力
競
べ
し
よ
う
と
し
た

人
間
た
ち
の
冒
し
た
、
こ
の
世
の
間
違
い
が
。

こ
こ
で
も
日
常
の
些
細
な
も
の
に
意
味
を
見
出
し
、
神
々
の
世
界
ま
で
見
通
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
些
細
な
事
柄
に
深
刻
な
意
味
を
見

出
す
力
こ
そ
が
、
創
造
性
を
育
む
の
で
あ
る

（
14
）。
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も
う
一
人
引
き
合
い
に
出
し
て
み
た
い
。『
沈
黙
の
春
』
で
著
名
な
、
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
『
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
』

で
あ
る
。
そ
の
一
節
を
や
や
長
い
が
引
用
し
た
い

（
15
）。

子
ど
も
た
ち
の
世
界
は
、
い
つ
も
生
き
生
き
と
し
て
新
鮮
で
美
し
く
、
驚
き
と
感
激
に
み
ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
残
念
な
こ
と
に
、

わ
た
し
た
ち
の
多
く
は
大
人
に
な
る
ま
え
に
澄
み
き
っ
た
洞
察
力
や
、
美
し
い
も
の
、
畏
敬
す
べ
き
も
の
へ
の
直
感
力
を
に
ぶ
ら
せ
、

あ
る
と
き
は
ま
っ
た
く
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

も
し
も
わ
た
し
が
、
す
べ
て
の
子
ど
も
の
成
長
を
見
守
る
善
良
な
妖
精
に
話
し
か
け
る
力
を
も
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
世
界
中
の

子
ど
も
に
、
生
涯
消
え
る
こ
と
の
な
い
「
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
＝
神
秘
さ
や
不
思
議
さ
に
目
を
見
は
る
感
性
」
を
授
け
て
ほ

し
い
と
た
の
む
で
し
ょ
う
。

こ
の
感
性
は
、
や
が
て
大
人
に
な
る
と
や
っ
て
く
る
倦
怠
と
幻
滅
、
私
た
ち
が
自
然
と
い
う
力
の
源
泉
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
、
つ

ま
ら
な
い
人
工
的
な
も
の
に
夢
中
に
な
る
こ
と
な
ど
に
対
す
る
、
か
わ
ら
ぬ
解
毒
剤
に
な
る
の
で
す
。

妖
精
の
力
に
た
よ
ら
な
い
で
、
生
ま
れ
つ
き
そ
な
わ
っ
て
い
る
子
ど
も
の
「
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
」
を
い
つ
も
新
鮮
に
た

も
ち
つ
づ
け
る
た
め
に
は
、
わ
た
し
た
ち
が
住
ん
で
い
る
世
界
の
よ
ろ
こ
び
、
感
激
、
神
秘
な
ど
を
子
ど
も
と
い
っ
し
ょ
に
再
発
見

し
、
感
動
を
分
か
ち
合
っ
て
く
れ
る
大
人
が
、
す
く
な
く
と
も
ひ
と
り
、
そ
ば
に
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

多
く
の
親
は
、
熱
心
で
繊
細
な
子
ど
も
の
好
奇
心
に
ふ
れ
る
た
び
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
物
た
ち
が
住
む
複
雑
な
自
然
界
に
つ
い

て
自
分
が
何
も
知
ら
な
い
こ
と
に
気
が
つ
き
、
し
ば
し
ば
、
ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

「
自
分
の
子
ど
も
に
自
然
の
こ
と
を
教
え
る
な
ん
て
、
ど
う
し
た
ら
で
き
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
は
、
そ
こ
に
い
る
鳥
の
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名
前
す
ら
知
ら
な
い
の
に
！
」

と
嘆
き
の
声
を
あ
げ
る
の
で
す
。

わ
た
し
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
に
し
て
子
ど
も
を
教
育
す
べ
き
か
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
親
に
と
っ
て
も
、「
知
る
」

こ
と
は
「
感
じ
る
」
こ
と
の
半
分
も
重
要
で
は
な
い
と
固
く
信
じ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
の
で
あ
う
事
実
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
や
が
て
知
識
や
知
恵
を
生
み
出
す
種
子
だ
と
し
た
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
緒
や

ゆ
た
か
な
感
受
性
は
、
こ
の
種
子
を
は
ぐ
く
む
肥
沃
な
土
壌
で
す
。
幼
い
子
ど
も
時
代
は
、
こ
の
土
壌
を
耕
す
と
き
で
す
。

美
し
い
も
の
を
美
し
い
と
感
じ
る
感
覚
、
新
し
い
も
の
や
未
知
な
も
の
に
ふ
れ
た
と
き
の
感
激
、
思
い
や
り
、
憐
れ
み
、
賛
嘆
や

愛
情
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
感
情
が
ひ
と
た
び
よ
び
さ
ま
さ
れ
る
と
、
次
は
そ
の
対
象
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
も
っ
と
よ
く
知
り

た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
見
つ
け
だ
し
た
知
識
は
、
し
っ
か
り
と
身
に
つ
き
ま
す
。

消
化
す
る
能
力
が
ま
だ
そ
な
わ
っ
て
い
な
い
子
ど
も
に
、
事
実
を
う
の
み
に
さ
せ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
子
ど
も
が
知
り
た
が
る
よ

う
な
道
を
切
り
ひ
ら
い
て
や
る
こ
と
の
ほ
う
が
ど
ん
な
に
た
い
せ
つ
で
あ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

も
し
、
あ
な
た
自
身
は
自
然
へ
の
知
識
を
ほ
ん
の
す
こ
し
し
か
も
っ
て
い
な
い
と
感
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
親
と
し
て
、
た
く
さ

ん
の
こ
と
を
子
ど
も
に
し
て
や
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
と
え
ば
、
子
ど
も
と
い
っ
し
ょ
に
空
を
見
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
夜
明
け
や
黄
昏
の
美
し
さ
が
あ
り
、
流
れ
る
雲
、

夜
空
に
ま
た
た
く
星
が
あ
り
ま
す
。

子
ど
も
と
い
っ
し
ょ
に
風
の
音
を
き
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
れ
が
森
を
吹
き
渡
る
ご
う
ご
う
と
い
う
声
で
あ
ろ
う
と
、
家
の
ひ

さ
し
や
、ア
パ
ー
ト
の
角
で
ヒ
ュ
ー
ヒ
ュ
ー
と
い
う
風
の
コ
ー
ラ
ス
で
あ
ろ
う
と
。
そ
う
し
た
音
に
耳
を
か
た
む
け
て
い
る
う
ち
に
、

教
育
と
マ
ジ
ッ
ク
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あ
な
た
の
心
は
不
思
議
に
解
き
放
た
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

雨
の
日
に
は
外
に
で
て
、
雨
に
顔
を
打
た
せ
な
が
ら
、
海
か
ら
空
、
そ
し
て
地
上
へ
と
姿
を
か
え
て
い
く
ひ
と
し
ず
く
の
水
の
長

い
旅
路
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

あ
な
た
が
都
会
で
く
ら
し
て
い
る
と
し
て
も
、
公
園
や
ゴ
ル
フ
場
な
ど
で
、
あ
の
不
思
議
な
鳥
の
渡
り
を
見
て
、
季
節
の
移
ろ
い

を
感
じ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。

さ
ら
に
、
台
所
の
窓
辺
の
小
さ
な
植
木
鉢
に
ま
か
れ
た
一
粒
の
種
子
さ
え
も
、
芽
を
だ
し
成
長
し
て
い
く
植
物
の
神
秘
に
つ
い
て
、

子
ど
も
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
じ
っ
く
り
考
え
る
機
会
を
あ
た
え
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

こ
こ
に
は
長
田
氏
の
詩
と
通
じ
合
う
も
の
が
あ
る
と
思
え
て
な
ら
な
い
（
特
に
最
後
の
部
分
）。
し
か
も
大
人
が
失
っ
て
し
ま
っ
た
驚

き
や
感
動
と
い
っ
た
感
性
を
、
子
ど
も
の
新
鮮
で
み
ず
み
ず
し
い
「
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
」
に
触
れ
る
こ
と
で
、
取
り
戻
せ
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待
感
も
あ
る
。
こ
れ
が
ま
た
創
造
性
に
つ
な
が
る
。「
事
実
を
う
の
み
に
さ
せ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
子
ど
も
が
知

り
た
が
る
よ
う
な
道
を
切
り
ひ
ら
い
て
や
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
記
憶
で
は
な
く
創
造
へ
の
道
を
探
究
さ
せ
る
こ
と
と
理
解
し
た
い
。

以
上
の
二
人
の
詩
や
文
章
か
ら
、
日
常
の
見
慣
れ
た
も
の
に
対
し
て
も
、
新
し
い
見
方
に
よ
っ
て
（
そ
の
見
方
を
獲
得
す
る
こ
と
は
容

易
で
は
な
い
が
）、
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
も
の
を
発
見
す
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
と
も
か
く
、
見
慣
れ
た
も
の
を
幾

度
も
何
か
違
っ
た
見
方
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
常
に
問
う
姿
勢
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。
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三
、
私
が
ひ
っ
く
り
返
し
た
も
の

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
く
る
と
、
い
っ
た
い
私
は
何
か
こ
れ
ま
で
に
ひ
っ
く
り
返
し
た
こ
と
が
あ
る
の
か
と
、
問
わ
れ
そ
う

で
あ
る
。
今
か
ら
記
す
こ
と
は
す
で
に
前
々
か
ら
論
じ
て
は
い
る
が
、
新
た
な
事
例
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
れ
は
、「
温
新
知
故
」
と
い
う
私
流
の
歴
史
論
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
孔
子
の
い
う
「
温
故
知
新
」
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
も
の
で
あ
る

（
16
）。

ど
う
い
う
意
図
か
と
い
え
ば
、「
温
故
知
新
」
は
、
現
在
生
起
し
て
い
る
新
た
な
問
題
の
解
決
へ
の
示
唆
を
、
過
去
の
事
例
に
即
し
て
得

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
私
の
い
う
「
温
新
知
故
」
は
、
あ
る
意
味
で
逆
の
発
想
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
生
起
し
て
い
る

事
象
を
訪
ね
て
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
歴
史
認
識
の
枠
組
み
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
歴
史
の
認
識
に
対
す
る
創
造
性
に
資
す
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
当
初
私
は
、
次
の
三
つ
を
大
き
な
課
題
と
考
え
て
い
た
。
①
国
際
化
、
②
情
報
化
、
③
環
境
問
題
、

で
あ
る
。
例
え
ば
①
の
国
際
化
と
い
う
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
過
去
を
眺
め
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
「
異
文
化
」
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
し
、
②
の
情
報
化
の
視
点
か
ら
、
イ
ス
ラ
ム
社
会
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
、
さ
ら
に
③
の
環
境

問
題
か
ら
す
れ
ば
、
す
ぐ
あ
と
で
見
る
森
林
破
壊
や
、
温
暖
化
・
寒
冷
化
な
ど
気
候
変
動
の
観
点
か
ら
過
去
を
再
構
成
す
る
こ
と
も
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
最
近
で
は
、
東
日
本
大
震
災
な
ど
の
問
題
か
ら
、
④
災
害
や
さ
ら
に
現
時
点
で
の
日
本
の
社
会
を
踏
ま
え
る
と
、

⑤
少
子
高
齢
化
な
ど
も
、
こ
の
方
法
論
に
組
み
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た

（
17
）。

④
や
⑤
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
こ
こ
で
は
改
め
て
③
の
環
境
問
題
そ
れ
も
森
林
破
壊
の
面
か
ら
考
察
を
進
め
た
い
。
も
と

よ
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
考
え
て
き
た
。
ま
ず
次
の
図
３
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
ア
メ

リ
カ
の
約
三
百
年
に
わ
た
る
森
林
破
壊
の
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
見
ら
れ
る
よ
う
に
わ
ず
か
三
百
年
で
、
か
く
も
激
し
い
破
壊
が

行
わ
れ
た
こ
と
に
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
、
二
段
目
の
一
八
五
〇
年
以
降
が
著
し
い
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
西
漸
運
動
＝
西
部
開
拓
の
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育
と
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図 3
〈出典〉M.Williams, Deforesting the Earth from Prehistory to Global Crisis. 2006.
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過
程
で
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
追
放
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
別
の
と
こ
ろ
で
論
じ
た

（
18
）。

こ
こ
で
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
生
を
受
け
た
Ｊ
・
デ
ュ
ー
イ
の
教
育
論
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
誰
も
見
て
こ
な
か
っ
た
側
面
か
ら
論

を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
彼
は
一
八
五
九
年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
東
北
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
生
ま
れ
た
。
こ
の
一
八
五
九
年

と
い
う
年
は
非
常
に
象
徴
的
で
、
ダ
ー
ウ
イ
ン
が
『
種
の
起
源
』
を
出
版
し
て
進
化
論
を
唱
え
、
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
が
『
経
済
学
批
判
』

の
「
序
言
」
に
お
い
て
、
歴
史
の
進
歩
を
定
式
化
し
た
年
で
も
あ
っ
た

（
19
）。

デ
ュ
ー
イ
は
大
学
時
代
、
イ
ギ
リ
ス
の
学
者
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
ら

の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
進
化
論
の
洗
礼
を
受
け
た
。
ま
た
彼
の
背
後
に
は
、
ピ
ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
以
来
の
清
教
徒
の
心
情
と

フ
ロ
ン
テ
ア
の
精
神
が
あ
る
と
さ
れ
る

（
20
）。

ま
さ
し
く
こ
の
図
の
一
段
目
の
一
六
二
〇
年
と
は
、
そ
の
ピ
ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
が
ア

メ
リ
カ
の
プ
リ
マ
ス
に
上
陸
し
た
年
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
豊
か
な
森
の
破
壊
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ロ
ン
テ
ア
精
神
も
そ
の
破
壊
と

深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
デ
ュ
ー
イ
の
教
育
論
の
中
に
は
、
当
然
こ
の
森
林
破
壊
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る

時
そ
の
よ
う
な
思
い
が
私
を
襲
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
、
彼
の
『
学
校
と
社
会
』
お
よ
び
『
民
主
主
義
と
教
育
』
を
読
み
直
し

て
み
た
。
果
た
せ
る
か
な
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
眺
め
て
み
る
と
、
次
の
文
章
が
目
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、『
学
校
と
社
会
』（
一
八
九
九
年
）
か
ら
、
問
題
の
部
分
だ
け
を
引
用
す
る
。

歴
史
が
力
動
的
な
も
の
、
運
動
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
の
経
済
的
・
産
業
的
側
面
が
強
調
さ
れ
る
。
経
済
的
・

産
業
的
側
面
と
は
人
類
が
不
断
に
と
り
く
ん
で
い
る
問
題
、
す
な
わ
ち
い
か
に
生
活
す
べ
き
か
、
自
然
を
し
て
人
間
生
活
の
豊
富
化

に
貢
献
せ
し
め
る
よ
う
に
す
る
に
は
自﹅

然﹅

を﹅

ど﹅

の﹅

よ﹅

う﹅

に﹅

駆﹅

使﹅

し﹅

利﹅

用﹅

す﹅

べ﹅

き﹅

か﹅

と
い
う
問
題
を
い
い
あ
ら
わ
す
専
門
的
な
用
語
に

他
な
ら
な
い
。
文
明
に
お
け
る
諸
々
の
偉
大
な
進﹅

歩﹅

は
、
人
間
を
そ
の
不
安
な
自
然
へ
の
服
従
か
ら
引
き
上
げ
、
い﹅

か﹅

に﹅

し﹅

て﹅

人﹅

間﹅

が﹅

自﹅

然﹅

の﹅

力﹅

を﹅

人﹅

間﹅

自﹅

身﹅

の﹅

目﹅

的﹅

に﹅

協﹅

力﹅

せ﹅

し﹅

め﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

が﹅

で﹅

き﹅

る﹅

か﹅

を
人
間
に
し
め
し
た
と
こ
ろ
の
知
性
の
発
現
を
と
お
し
て
も

教
育
と
マ
ジ
ッ
ク
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た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

（
21
）。

次
に
、『
民
主
主
義
と
教
育
』（
一
九
一
六
年
）
か
ら
、
要
約
的
に
引
用
す
る
。
小
見
出
し
が
「
科
学
と
社
会
の
進
歩
」
と
な
っ
て
い
る

の
が
ま
ず
関
心
の
も
た
れ
る
所
で
あ
る
。

…
よ
り
重
要
な
進﹅

歩﹅

の
様
式
は
、
こ
れ
ま
で
の
目
的
を
も
っ
と
充
実
す
る
こ
と
や
、
新
た
な
目
的
を
形
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
欲

望
は
固
定
し
た
量
で
は
な
く
、
ま
た
、
進﹅

歩﹅

は
単
な
る
満
足
の
量
的
増
大
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
い
。
文
化
が
発
達
し
、
自﹅

然﹅

に﹅

対﹅

す﹅

る﹅

新﹅

た﹅

な﹅

支﹅

配﹅

力﹅

が
か
く
と
く
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
新
た
な
欲
望
、
つ
ま
り
新
た
な
質
の
満
足
へ
の
要
求
が
現
れ
る
。
と
い
う

の
は
、
知
性
が
、
新
た
な
行
動
の
可
能
性
に
気
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
新
た
な
可
能
性
の
投
射
が
、
新
た
な
実
行
手
段
の
探
究
へ

と
進
み
、
進﹅

歩﹅

が
起
こ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
に
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
事
物
の
発
見
が
、
新
た
な
目
的
を
示
唆
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

科
学
が
行
動
手
段
の
制
御
を
改
善
す
る
主
な
手
段
で
あ
る
こ
と
は
、
自﹅

然﹅

の﹅

秘﹅

密﹅

の﹅

知﹅

的﹅

支﹅

配﹅

に
続
い
て
起
こ
っ
た
偉
大
な
発
明

と
い
う
収
穫
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。
産
業
革
命
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
生
産
と
分
配
の
驚
く
べ
き
変
容
は
、
実
験
科
学
の
成
果
で

あ
る
。
鉄
道
、
汽
船
、
電
動
機
、
電
話
、
電
信
、
自
動
車
、
飛
行
機
、
飛
行
船
、
こ
れ
ら
は
、
生
活
に
お
け
る
科
学
の
応
用
の
顕
著

な
証
拠
で
あ
る
。
…

こ
の
よ
う
に
し
て
達
成
さ
れ
た
進﹅

歩﹅

は
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
、
単
な
る
技
術
的
進
歩
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
認
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
人
間
の
目
的
の
質
を
変
え
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
前
か
ら
存
続
し
て
い
た
欲
望
を
満

た
す
た
め
に
よ
り
有
効
な
手
段
を
与
え
て
き
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
す
べ
て
の
点
で
ギ
リ
シ
ャ
文
化
に
匹
敵
す
る
よ
う
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な
近
代
文
明
は
一
つ
も
な
い
。
科
学
は
、
未
だ
、
あ
ま
り
に
も
新
し
す
ぎ
て
、
想
像
力
や
情
緒
的
性
向
に
浸
透
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

人
々
は
自
分
た
ち
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
よ
り
速
や
か
に
よ
り
確
実
に
行
動
す
る
け
れ
ど
も
、
彼
ら
の
目
的
は
、
そ
の
あ
ま
り

に
も
大
部
分
が
科
学
文
明
以
前
の
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
が
、
教
育
に
次
の
よ
う
な
責
任
を
課
す
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
教
育
は
、
科
学
を
わ
れ
わ
れ
の
単
な
る
肉
体
的
手
足
の
延
長
の
ま
ま
に
し
て
お
か
な
い
で
、
想
像
力
や
感
情
の
習

慣
的
態
度
を
修
正
す
る
よ
う
な
仕
方
で
科
学
を
用
い
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

科
学
の
進
歩
は
、
人
生
の
目
的
や
幸
福
に
つ
い
て
の
人
々
の
考
え
を
す
で
に
十
分
に
改
変
し
、
教
育
に
科
さ
れ
た
上
記
の
責
任
が

ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
責
任
に
応
え
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
に
つ
い
て
、
あ
る
考
え
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
ほ

ど
に
な
っ
て
い
る
。
科
学
は
、
人
間
の
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
、
む
か
し
人
々
を
分
け
隔
て
て
い
た
物
質
的
障
壁
を
と
り
こ
わ
し
、

交
際
の
範
囲
を
果
て
し
な
く
拡
大
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
大
き
な
規
模
で
人
々
の
利
害
が
相
互
に
依
存
し
あ
う
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
人﹅

類﹅

の﹅

た﹅

め﹅

に﹅

自﹅

然﹅

を﹅

制﹅

御﹅

で﹅

き﹅

る﹅

と﹅

い﹅

う﹅

確﹅

固﹅

た﹅

る﹅

確﹅

信﹅

が
生
じ
、
そ
の
た
め
、
人
々
は

過
去
に
で
は
な
く
、
未
来
に
立
ち
向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
。
進﹅

歩﹅

の
理
想
が
科
学
の
前
進
と
同
時
に
現
れ
た
の
は
、
単
な
る
偶
然
の

一
致
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
科
学
が
進
歩
す
る
前
は
、
人
々
は
黄
金
時
代
を
遠
い
過
去
に
位
置
づ
け
た
。
だ
が
、
今
や
、
人
々
は
、

知
性
を
正
し
く
用
い
れ
ば
、
か
つ
て
避
け
え
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
害
悪
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
確
固
た
る

信
念
を
も
っ
て
、
未
来
へ
立
ち
向
か
う
の
で
あ
る
。
猛
威
を
ふ
る
う
病
気
の
征
服
は
も
は
や
夢
想
で
は
な
い
。
貧
困
絶
滅
の
希
望
も

空
想
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
科
学
は
人
々
を
発
展
の
観
念
に
馴
染
ま
せ
、
わ
れ
わ
れ
の
共
通
の
人
間
性
と
い
う
遺
産
を
辛
抱
強
く

徐
々
に
改
善
す
る
過
程
に
実
際
に
効
果
を
現
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る

（
22
）。

長
く
な
っ
た
が
、こ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
新
し
い
科
学
の
登
場
に
ま
だ
戸
惑
い
も
見
ら
れ
る
。
が
、
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進
歩
の
思
想
と
相
ま
っ
た
科
学
に
対
す
る
全
幅
の
信
頼
が
寄
せ
ら
れ
て
も
い
る
。
科
学
の
前
進
に
よ
っ
て
、
人
々
は
過
去
で
は
な
く
未
来

に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
教
育
に
も
、
こ
う
し
た
科
学
の
進
歩
に
対
応
し
た
責
任
が
求
め
ら
れ
て
も
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ

に
垣
間
見
ら
れ
る
の
は
、
科
学
の
進
歩
や
そ
れ
に
と
も
な
う
産
業
の
発
達
に
よ
っ
て
、
人
間
の
幸
福
あ
る
い
は
欲
望
を
満
た
す
た
め
に
、

自
然
の
秘
密
の
ベ
ー
ル
を
は
が
し
、
そ
れ
を
思
う
が
ま
ま
に
支
配
し
制
御
す
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
人
間
中
心
の
思
想
で
あ
る
。
先
の
図

の
十
九
世
紀
半
ば
以
降
の
著
し
い
森
の
破
壊
の
背
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
私
に
は
デ
ュ
ー
イ
が
生
ま
れ
た
翌
年
の
一
八
六
〇
年
に
、
咸
臨
丸
で
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
福
沢
諭
吉
の
次
の
文
章
が
思
い

起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

人
文
漸
く
開
化
し
智
力
次
第
に
進﹅

歩﹅

す
る
に
従
て
、
人
の
心
に
疑
い
を
生
じ
、
天
地
間
の
事
物
に
遇
ふ
て
軽
々
之
を
看
過
す
る
こ

と
な
く
、
物
の
働
き
を
見
れ
ば
其
の
源
因
を
求
め
ん
と
し
、
仮
令
ひ
或
は
真
の
源
因
を
探
り
得
ざ
る
こ
と
あ
る
も
、
す
で
に
疑
い
の

心
を
生
ず
れ
ば
其
働
き
の
利
害
を
撰
て
、
利
に
就
き
害
を
避
る
の
工
夫
を
運
ら
す
可
し
。
…
試
に
今
日
西
洋
の
文
明
を
以
て
其
趣
を

見
る
に
、
凡
そ
身
外
の
万
物
、
人
の
五
官
に
感
ず
る
も
の
あ
れ
ば
先
づ
其
物
の
性
質
を
求
め
其
働
を
糺
し
、
随
て
又
其
働
の
源
因
を

探
索
し
て
、
一
利
と
雖
ど
も
取
る
可
き
は
之
を
取
り
、
一
害
と
雖
ど
も
除
く
可
き
は
之
を
除
き
、
今
世
の
人
力
の
及
ぶ
所
は
尽
さ
ゞ

る
こ
と
な
し
。
水
火
を
制
御
し
て
蒸
気
を
作
れ
ば
太
平
洋
の
波
濤
を
渡
る
可
し
。「
ア
ル
ペ
ン
」
山
の
高
き
も
之
を
砕
け
ば
車
を
走

ら
し
む
可
し
。
…
概
し
て
之
を
云
へ
ば
、
人﹅

智﹅

を﹅

以﹅

て﹅

天﹅

然﹅

の﹅

力﹅

を﹅

犯﹅

し﹅

、
次﹅

第﹅

に﹅

其﹅

境﹅

に﹅

侵﹅

入﹅

し﹅

て﹅

造﹅

化﹅

の﹅

秘﹅

訣﹅

を﹅

発﹅

し﹅

、
其﹅

働﹅

を﹅

束﹅

縛﹅

し﹅

て﹅

自﹅

由﹅

な﹅

ら﹅

し﹅

め﹅

ず﹅

、
智﹅

勇﹅

の﹅

向﹅

か﹅

う﹅

所﹅

は﹅

天﹅

地﹅

に﹅

敵﹅

な﹅

く﹅

、
人﹅

を﹅

以﹅

て﹅

天﹅

を﹅

使﹅

役﹅

す﹅

る﹅

者﹅

の﹅

如﹅

し﹅

。

既
に
こ
れ
を
束
縛
し
て
之
を
使
役
す
る
と
き
は
、又
何
ぞ
之
を
恐
怖
し
て
崇
拝
す
る
こ
と
を
せ
ん
や
。
誰
か
山
を
祭
る
者
あ
ら
ん
。

誰
が
河
を
拝
す
る
者
あ
ら
ん
。
山﹅

沢﹅

河﹅

海﹅

風﹅

雨﹅

日﹅

月﹅

の﹅

類﹅

は﹅

文﹅

明﹅

の﹅

人﹅

の﹅

奴﹅

隷﹅

と﹅

云﹅

う﹅

可﹅

き﹅

の﹅

み﹅

。
（
23
）
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流
れ
る
精
神
に
お
い
て
、
両
者
の
文
章
は
な
ん
と
似
通
っ
て
い
る
こ
と
か
。
科
学
の
進
歩
に
対
す
る
全
幅
の
信
頼
。
そ
れ
に
よ
る
自
然

（
福
沢
は
「
天
然
」
と
い
う
）
の
支
配
・
征
服
。
ま
だ
江
戸
時
代
か
ら
抜
け
出
し
た
ば
か
り
の
時
代
に
（
本
書
が
書
か
れ
た
の
は
一
八
七
五

年
、
江
戸
幕
府
が
滅
ん
で
七
年
）、
彼
が
こ
こ
ま
で
欧
米
の
思
想
を
消
化
し
て
い
る
の
は
驚
き
で
あ
る

（
24
）。

否
、「
山
沢
河
海
風
雨
日
月
の
類

は
文
明
の
人
の
奴
隷
」
と
い
う
に
至
っ
て
は
、
欧
米
人
よ
り
過
激
な
発
想
と
も
い
え
る
。
も
と
よ
り
、
私
は
あ
ま
り
に
環
境
問
題
と
い
う

現
代
的
観
点
か
ら
見
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
丸
山
真
男
氏
は
、
私
が
引
用
し
た
箇
所
の
後
半
す
な
わ
ち
、「
概
し
て
之
を
…
」
か
ら

最
後
ま
で
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

こ
れ
は
非
常
に
激
し
い
表
現
で
す
。
天
人
相
関
と
い
う
の
は
、
中
国
古
典
哲
学
の
主
要
範
疇
で
す
。「
敬
天
」
と
か
「
天
人
合
一
」

と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
用
語
が
あ
り
ま
す
。
福
沢
は
、
自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を
「
人
を
以
て
天
を
使
役
す
る
」
と
い
っ
て
、

今
ま
で
の
考
え
方
を
ひ
っ
く
り
返
す
。
今
ま
で
恐
怖
し
て
い
た
天
が
、
人
の
奴
隷
に
な
り
、
関
係
が
逆
に
な
る
わ
け
で
す
。

福
沢
が
揮
毫
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
よ
く
書
く
言
葉
に
「
与
化
翁
争
境
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
化
翁
と
境
を
争
う
。
化
翁
と

は
自
然
の
力
で
、
そ
れ
を
「
翁
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。
自
然
の
領
域
を
人
智
が
だ
ん
だ
ん
侵
蝕
し
て
い
く
と
い
う
意
で
す
。
今

日
の
よ
う
に
自
然
破
壊
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
時
代
か
ら
見
る
と
非
難
さ
れ
や
す
い
言
葉
で
す
が
、
現
代
で
も
、
第
三
世
界
で
は
今

ま
だ
必
死
に
な
っ
て
こ
の
課
題
と
と
り
く
ん
で
お
り
ま
す
。
自
然
の
圧
倒
的
な
力
に
対
し
て
、
洪
水
を
防
ぎ
、
飢
饉
と
た
た
か
い
、

旱
魃
に
対
処
す
る
な
ど
、
何
と
か
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
必
死
の
力
を
し
ぼ
り
、
懸
命
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
先
進
国
が
直
面
し
て
い
る
環
境
問
題
も
同﹅

時﹅

的﹅

に﹅

問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
す
が
、知
性
が
自
然
と
そ
の
境
を
争
う
、

と
い
う
表
現
は
、
第
三
世
界
の
人
々
に
は
切
実
な
ひ
び
き
を
持
つ
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
無
理
解
な
ま
ま
、
自
然
を
尊
重
し
ろ
な
ど
と

い
う
と
、
逆
に
「
自
分
は
た
ら
ふ
く
飲
ん
だ
り
食
っ
た
り
し
て
い
て
説
教
す
る
の
か
、
こ
っ
ち
は
そ
ん
な
ぜ
い
た
く
を
い
っ
て
い
ら
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れ
な
い
ん
だ
」
と
怒
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

（
25
）。

丸
山
氏
の
言
う
こ
と
は
も
っ
と
も
で
、
私
の
考
え
の
戒
め
に
も
な
る
も
の
で
あ
り
、
十
分
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
が
、
そ

う
は
い
っ
て
も
、
や
は
り
「
山
沢
河
海
風
雨
日
月
の
類
は
文
明
の
人
の
奴
隷
」
と
い
う
欧
米
の
進
歩
思
想
に
裏
打
ち
さ
れ
た
発
想
は
、
そ

の
後
の
自
然
破
壊
の
路
線
を
敷
く
も
の
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
丸
山
氏
は
、
福
沢
が
従
来
の
天
と
人
と

の
感
覚
を
ひ﹅

っ﹅

く﹅

り﹅

返﹅

し﹅

た﹅

と
い
っ
て
い
る
の
は
、
本
稿
の
関
連
で
は
大
変
興
味
深
い
の
で
あ
る
が
、
私
は
新
た
な
意
味
付
け
を
も
っ
て
、

そ
れ
を
も
う
一
度
ひ
っ
く
り
返
す
必
要
を
感
じ
る
の
で
あ
る

（
26
）。

も
う
一
度
デ
ュ
ー
イ
に
戻
れ
ば
、
こ
の
百
年
間
彼
が
日
本
の
教
育
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
は
か
り
し
れ
な
い

（
27
）。

と
り
わ
け
社
会
科
で
は
、

彼
の
「
な
す
事
に
よ
っ
て
学
ぶ
」（
Learning
by
doing）
と
い
っ
た
経
験
論
や
、
問
題
解
決
学
習
な
ど
は
、
ア
ク
テ
ィ
ヴ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
が
騒
が
れ
る
今
日
、
ま
す
ま
す
そ
の
重
要
性
を
増
す
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
環
境
破
壊
が
進
む
現
在
、
彼
の
教
育
論
や
民
主
主
義
論

の
根
底
に
流
れ
る
自
然
破
壊
の
思
想
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
の
検
討
を
切
に
望
む
次
第
で
あ
る
。

四
、
三
つ
の
図
か
ら

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
、
次
の
図
４
の
三
つ
の
図
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
図
（
1
）
と
図
（
2
）
は
、

ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
が
『
モ
モ
』
の
中
に
載
せ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
そ
の
持
つ
意
味
を
分
析
し
た

（
28
）。

簡

単
に
記
せ
ば
、（
1
）
は
現
在
の
風
景
で
あ
る
が
、
古
代
ロ
ー
マ
の
円
形
劇
場
を
思
わ
せ
る
廃
墟
で
、
松
が
生
え
の
ん
び
り
と
し
た
雰
囲

気
を
漂
わ
せ
る
大
都
会
、
お
そ
ら
く
ロ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
こ
へ
時
間
貯
蓄
銀
行
か
ら
派
遣
さ
れ
た
灰
色
の
男
た
ち
が
忍
び
寄
り
、
人
々
が
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図 4
〈出典〉(1)(2) ミヒャエル・エンデ『モモ』岩波 1976年．

(3) 金子史朗『レバノン杉のたどった道』原書房，1990年．

(1) (2)

(3)



時
間
を
無
駄
使
い
し
て
い
る
こ
と
を
説
き
、
人
々
も
躍
起
に
な
っ
て
時
間
を
節
約
し
よ
う
と
し
た
。
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
人
々
の
生

活
は
日
ご
と
に
貧
し
く
な
り
、日
ご
と
に
画
一
的
に
な
り
、日
ご
と
に
冷
た
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
大
都
会
の
外
見
ま
で
変
わ
っ

て
く
る
。
旧
市
街
の
家
々
は
取
り
壊
さ
れ
、
大
都
会
の
北
部
に
は
広
大
な
新
住
宅
街
が
で
き
あ
が
っ
た
。
そ
こ
に
は
ま
る
っ
き
り
見
分
け

の
つ
か
な
い
、
同
じ
形
の
高
層
住
宅
が
見
渡
す
か
ぎ
り
え
ん
え
ん
と
続
い
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
木
が
一
本
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
（
2
）
で
あ
る
。

私
は
こ
の
灰
色
の
男
た
ち
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
「
資
本
主
義
の
精
神
」
を
見
る
。
そ
れ
が
証
拠
に
、
灰
色
の
男
は
、

時
間
貯
蓄
を
約
束
し
た
男
に
、「
あ
な
た
は
い
ま
や
、
ほ
ん
と
う
に
近﹅

代﹅

的﹅

、
進﹅

歩﹅

的﹅

な
人
間
の
仲
間
に
入
ら
れ
た
の
で
す
」
と
告
げ
る

の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
エ
ン
デ
も
、
先
の
デ
ュ
ー
イ
や
福
沢
の
と
こ
ろ
で
見
た
、
近
代
＝
進
歩
と
森
林
破
壊
の
関
係
に
気
づ
い
て
い
た
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
図
（
3
）
は
、
金
子
史
朗
氏
が
著
書
に
載
せ
て
い
る
、
一
九
八
二
年
十
二
月
の
『
ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
誌
』
掲
載

の
興
味
深
い
挿
絵
で
あ
る
。
こ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
に
そ
の
説
明
は
な
い
。
絵
の
下
に
「
不
遜
な
る
現
代
文
明
が
緑
を
じ
ゅ

う
り
ん
、
し
っ
ぺ
返
し
に
泣
く
日
も
近
い
筈
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
氏
の
説
明
で
あ
ろ
う
か
。
本
文
で
は
、
す
ぐ
あ
と
の
と
こ
ろ
で
ギ
リ

シ
ア
の
自
然
に
触
れ
、
ト
イ
ン
ビ
ー
や
和
辻
哲
郎
が
ギ
リ
シ
ア
の
き
び
し
す
ぎ
る
風
景
、
乾
き
き
っ
た
山
野
に
つ
い
て
論
じ
て
は
い
る
が
、

そ
れ
は
文
明
に
よ
っ
て
荒
廃
さ
せ
ら
れ
た
の
ち
の
姿
で
な
い
か
。
金
子
氏
は
非
常
に
詩
的
な
文
章
で
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
大

き
な
文
明
の
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
山
野
は
、
ど
こ
も
み
な
森
を
失
っ
て
、
い
ま
深
い
失
意
の
中
に
沈
ん
で
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
て
な

ら
な
い
の
で
あ
る
」、
と
。
今
は
ゴ
ツ
く
て
と
り
つ
く
し
ま
が
な
い
ギ
リ
シ
ア
の
山
々
も
、
古
代
に
は
豊
か
な
樹
林
の
衣
装
を
ま
と
い
、

海
外
雄
飛
の
た
め
の
船
造
り
の
材
料
を
供
給
で
き
た
と
指
摘
し
て
い
る

（
29
）。

さ
て
、
本
章
も
含
め
て
い
く
つ
か
の
図
や
詩
さ
ら
に
は
文
章
も
み
て
き
た
。
最
初
特
に
意
図
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
書
き
な
が
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ら
、
こ
れ
ら
が
相
互
に
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
し
き
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
図
（
3
）
が
、（
1
）
を
踏
み
つ
け
（
2
）

に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、図
３
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
森
林
破
壊
も
、こ
れ
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
靴
の
理
念
が
、デ
ュ
ー

イ
や
福
沢
の
文
章
に
内
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
長
田
氏
の
「
こ
の
世
の
間
違
い
」
は
、
こ
れ
に
警
告
を
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
理

解
で
き
よ
う
。

他
方
、
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
文
や
長
田
氏
の
「
奇
跡
」
は
、
図
３
の
（
1
）
や
図
４
の
（
1
）
の
世
界
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
自
然
と
の
共
生
・
共
存
で
あ
る
。
実
際
、
先
の
カ
ー
ソ
ン
の
書
物
の
訳
者
上
遠
恵
子
氏
は
、「
訳
者
あ
と
が
き
」
で
、「
彼
女

（
カ
ー
ソ
ン
ー
引
用
者
）
は
、
破
壊
と
荒
廃
へ
突
き
進
む
現
代
社
会
の
あ
り
方
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
、
自
然
と
の
共
存
と
い
う
別
の
道
を

見
い
だ
す
希
望
を
、
幼
い
も
の
た
ち
の
感
性
の
中
に
期
待
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る

（
30
）。

お
わ
り
に

教
育
と
マ
ジ
ッ
ク
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
固
定
観
念
を
巧
み
に
使
う
マ
ジ
ッ
ク
と
、
固
定
観
念
を
取
っ
払
う
教
育
。
最
初
、
両

者
は
逆
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
。
確
か
に
、
一
見
相
反
す
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
マ
ジ
ッ
ク
も
最
後
は
固
定
観
念
を
ひ
っ
く
り
返
し

て
、
び
っ
く
り
さ
せ
る
こ
と
で
終
え
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば

（
31
）、

案
外
教
育
と
の
共
通
点
が
あ
る
と
も
思
う
。
教
育
も
子
ど
も
の
も
つ

固
定
観
念
が
何
か
を
徹
底
的
に
調
べ
る
必
要
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
マ
ジ
ッ
ク
の
本
質
そ
の
も
の
と
も
い
え
る
。
そ
う
考
え
る
と
、

本
稿
で
主
題
と
し
た
「
ひ
っ
く
り
返
す
」
も
、
両
者
に
共
通
し
た
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
も
両
者
の
関
係
を
考
え
つ
づ
け

た
い
と
思
う
。

（
本
稿
は
二
〇
一
六
年
二
月
六
日
に
行
わ
れ
た
、
私
の
退
任
記
念
講
演
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
。）

教
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註
（
1
）
拙
稿
「
マ
ジ
ッ
ク
と
教
育
」『
大
学
時
報
』（
日
本
私
立
大
学
連
盟
）V
O
L.45,N

O
.249

、
一
九
九
六
年
。
の
ち
拙
著
『「
文
化
と

環
境
」
の
教
育
論
』（
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
九
年
）
に
収
録
さ
れ
る
。

（
2
）
も
と
よ
り
、
社
会
科
教
育
を
専
攻
す
る
研
究
者
の
中
で
、
社
会
科
を
暗
記
科
目
と
思
っ
て
い
る
も
の
は
一
人
も
い
な
い
。
そ
こ
か

ら
脱
却
す
る
道
を
日
夜
探
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
本
学
を
含
め
い
く
つ
か
の
大
学
の

学
生
た
ち
と
接
し
た
経
験
や
、
百
を
超
え
る
い
わ
ゆ
る
出
前
授
業
で
、
高
校
生
と
対
話
し
た
経
験
か
ら
、
圧
倒
的
多
数
の
者
た
ち
が
、

社
会
科
は
暗
記
科
目
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
私
が
社
会
科
教
育
法
な
ど
の
講
義
や
演
習
で
、「
社
会
科
は
暗
記

科
目
で
は
な
い
」
と
論
じ
る
と
皆
が
驚
く
。
私
の
ゼ
ミ
生
の
多
く
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
、
ゼ
ミ
に
参
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
事
は
社
会
科
に
限
ら
ず
他
の
科
目
に
つ
い
て
も
大
な
り
小
な
り
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
数
学
で
す
ら
、
公

式
の
暗
記
と
考
え
て
い
る
者
は
多
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
理
科
教
育
に
お
い
て
も
、
理
科
離
れ
が
心
配
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

ひ
と
つ
の
理
由
に
、
実
験
が
少
な
く
、
暗﹅

記﹅

偏﹅

重﹅

と
の
指
摘
が
あ
る
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
の
南
部
陽
一
郎
氏
は
「
こ
れ
を
覚
え
な

さ
い
、
で
は
な
い
。
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
、
な
ぜ
こ
れ
が
重
要
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
こ
そ
教
え
る
意
味
が

あ
る
」
と
、
か
つ
て
述
べ
た
が
（『
中
日
新
聞
』
二
〇
〇
八
年
十
二
月
三
日
）、
参
考
に
な
る
言
葉
で
あ
る
。

（
3
）
福
沢
諭
吉
『
学
問
の
す
す
め
』
岩
波
文
庫
、
一
九
四
二
年
、
九
七
頁
。

（
4
）
私
が
こ
の
事
を
免
許
更
新
講
習
会
で
論
じ
る
と
、
賛
同
し
て
く
だ
さ
る
現
場
の
教
師
も
多
い
。
も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
機
器
か

ら
得
ら
れ
る
知
識
に
は
間
違
っ
た
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
批
判
的
に
摂
取
す
る
こ
と
を
教
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
教
育
の
重

要
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
早
く
も
加
藤
幸
次
氏
は
、「
時
数
を
多
く
か
け
、
知
識
の
暗
記
量
を
増
や
そ
う
と
す
る
考
え
方
は
Ｉ
Ｔ
時
代
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
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…
今
後
は
、
問
題
解
決
能
力
こ
そ
学
校
が
目
指
す
べ
き
学
力
の
内
容
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
…
子
ど
も
た
ち
は
二
十
一
世
紀
に
生
き

る
人
間
と
し
て
、
何
よ
り
主
体
的
か
つ
、
創
造
的
に
問
題
解
決
し
な
が
ら
、
絶
え
ず
自
ら
成
長
し
て
い
く
力
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
指
摘
し
て
い
る
（
加
藤
幸
次
・
高
浦
勝
義
編
『
学
力
低
下
論
批
判
』
黎
明
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
三
〜
四
頁
）。
こ
こ
に
は
本
稿

が
目
指
す
も
の
と
同
じ
方
向
性
が
見
ら
れ
る
。

（
6
）『
中
日
新
聞
』
二
〇
一
二
年
十
月
九
日
。

（
7
）
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ト
ー
マ
ス
・
ク
ー
ン
も
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
等
を
考
察
し
な
が
ら
、
こ
の
ひ
っ
く
り
返
し
を
既
存
の

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
に
対
す
る
革
命
と
し
て
い
る
。
い
う
と
こ
ろ
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
で
あ
る
。
Ｔ
・
ク
ー
ン
（
中
山
茂
訳
）『
科

学
革
命
の
構
造
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
一
年
、
特
に
第
九
・
十
章
参
照
。

（
8
）『
中
日
新
聞
』、
二
〇
一
五
年
三
月
三
日
。

（
9
）
あ
る
時
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
て
運
転
手
と
健
康
談
議
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
彼
が
薬
を
飲
ん
で
い
て
も
な
か
な
か
体
が
す
ぐ

れ
な
か
っ
た
の
で
、
思
い
切
っ
て
薬
を
飲
む
の
を
止
め
た
ら
、
体
調
が
よ
く
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
も
ひ
っ
く
り
返
し
の
論
理
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

（
10
）
Ｗ
・
Ｊ
・
Ｊ
・
ゴ
ー
ド
ン
（
大
鹿
謙
・
金
野
正
共
訳
）『
シ
ネ
ク
テ
ィ
ク
ス
―
創
造
工
学
へ
の
道
』
ラ
テ
ィ
ス
、
一
九
六
八
年
（
増

補
改
訂
版
）、
序
。

（
11
）
同
、
三
二
〜
三
三
頁
。

（
12
）
同
、
三
三
〜
三
五
頁
。

（
13
）
長
田
弘
『
奇
跡
―
ミ
ラ
ク
ル
―
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
三
年
。

（
14
）
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
「
日
常
の
中
に
非
日
常
を
見
る
」
と
で
も
言
え
よ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
独
自
の
版
画
で
著
名
な
エ
ッ
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シ
ャ
ー
も
、「
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
に
、
た
と
え
ご
く
短
い
時
間
で
あ
っ
て
も
、
突
然
に
日
常
生
活
の
常
軌
か
ら
逸
脱
す
る
ほ
ど
の
興

奮
を
覚
え
る
よ
う
な
機
会
が
あ
り
う
る
」
と
述
べ
、
バ
ー
ル
ン
の
近
く
の
森
の
な
か
を
ひ
と
り
で
散
歩
し
て
い
た
と
き
に
奇
跡
が
起

き
た
と
い
う
。
道
の
真
ん
中
で
ぱ
た
っ
と
止
ま
り
、
不
安
で
非
現
実
的
で
、
同
時
に
説
明
し
が
た
い
よ
う
な
至
福
の
感
情
に
捕
ら
え

ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
樹
木
と
彼
の
あ
い
だ
の
空
間
が
突
然
謎
め
い
た
も
の
に
思
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
彼
は

い
う
。「
わ
れ
わ
れ
を
取
り
巻
く
現
実
は
、
す
で
に
そ
れ
だ
け
で
十
分
に
解
釈
不
可
能
で
、
神
秘
で
あ
る
わ
け
で
す
」、
と
。
Ｍ
・
Ｃ
・

エ
ッ
シ
ャ
ー
『
無
限
を
求
め
て
』
朝
日
選
書
、
一
九
九
四
年
、
二
〇
五
〜
二
〇
六
頁
。
ま
た
、
少
し
古
く
さ
か
の
ぼ
る
が
、
ダ
ー
ウ
ィ

ン
の
次
の
言
葉
も
、
じ
っ
く
り
味
わ
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
あ
ら
ゆ
る
時
間
と
空
間
を
通
じ
て
の
あ
ら
ゆ
る
動
物
と
植
物
が
、
至
る

と
こ
ろ
で
見
る
よ
う
に
、
一
群
の
う
ち
の
ま
た
一
群
と
い
う
ぐ
あ
い
に
互
に
関
連
し
て
い
る
の
は
―
即
ち
、
同
じ
種
の
変
種
が
最

も
密
接
に
関
係
し
、
同
じ
属
の
種
が
そ
れ
よ
り
も
や
や
密
接
で
な
い
、
平
等
で
な
い
関
係
で
区
section
や
亜
属
を
つ
く
り
、
属
の

ち
が
う
種
は
そ
れ
よ
り
も
遙
か
に
関
係
が
薄
く
、
い
ろ
ん
な
程
度
の
関
係
を
持
つ
属
が
、
亜
科
、
科
、
目
、
亜
綱
お
よ
び
綱
を
形
成

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
に
驚
く
べ
き
事
実
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
我﹅

々﹅

は﹅

馴﹅

れ﹅

す﹅

ぎ﹅

て﹅

い﹅

る﹅

た﹅

め﹅

に﹅

、
と﹅

も﹅

す﹅

れ﹅

ば﹅

こ﹅

の﹅

驚﹅

異﹅

を﹅

見﹅

落﹅

し﹅

が﹅

ち﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

。」
ダ
ー
ウ
ィ
ン
（
内
山
賢
次
他
訳
）『
種
の
起
源
』
河
出
書
房
、
一
九
五
四
年
、
一
一
一
頁
。

（
15
）
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
（
上
遠
恵
子
訳
）『
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
』
新
潮
社
、
一
九
九
六
年
、
二
三
〜
二
七
頁
。

（
16
）「『
温
新
知
故
』
の
認
識
構
造
」
と
し
て
最
初
に
論
じ
た
の
は
、
拙
稿
「
社
会
科
教
育
の
本
質
と
創
造
性
」『
皇
学
館
大
学
教
育
学

会
年
報
』（
第
十
八
号
、
一
九
九
七
年
）
で
あ
っ
た
（
拙
著
『
環
境
世
界
史
学
序
説
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
一
年
、
所
収
）。
そ
の

後
、
𩵋
住
忠
久
・
山
根
栄
次
共
編
『
二
十
一
世
紀
「
社
会
科
」
へ
の
招
待
』（
学
術
図
書
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
第
Ⅱ
編
第
二
章
（
前

掲
拙
著
『「
文
化
と
環
境
」
の
教
育
論
』
所
収
）、
𩵋
住
・
山
根
他
共
編
『
新
版

二
十
一
世
紀
社
会
科
へ
の
招
待
』（
同
社
、

二
〇
一
〇
年
）
第
Ⅱ
編
第
三
章
、
さ
ら
に
講
演
記
録
『
世
界
的
気
候
変
動
の
中
の
日
本
史
』（
皇
學
館
大
学
講
演
叢
書
、
第
一
五
〇
輯
、
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二
〇
一
三
年
、
拙
著
『
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
史
と
環
境
世
界
史
』
青
山
社
、
二
〇
一
六
年
、
所
収
）
な
ど
に
も
、
論
じ
方
や
事
例
を
変

え
て
で
は
あ
る
が
、
触
れ
て
い
る
。

（
17
）
東
日
本
大
震
災
が
起
き
た
す
ぐ
あ
と
の
五
月
に
、
私
は
前
註
に
記
し
た
「
世
界
的
気
候
変
動
の
中
の
日
本
史
」
と
題
し
て
大
学
市

民
講
座
で
一
般
の
方
に
講
演
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
、「
温
新
知
故
」
の
認
識
に
触
れ
つ
つ
、「
こ
の
三
月
に
起
き
ま
し
た
東
日
本
大

震
災
に
よ
っ
て
、
今
後
『
災
害
』
と
い
う
フ
レ
ー
ム
で
、
過
去
の
歴
史
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
述
べ
た

（
前
掲
拙
著
『
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
史
と
環
境
世
界
史
』
一
四
六
頁
）。
そ
の
あ
と
十
月
に
は
、『
歴
史
学
研
究
』（N

O
.884

）
が
、「
緊

急
特
集

東
日
本
大
震
災
・
原
発
事
故
と
歴
史
学
」
を
組
ん
だ
こ
と
は
、
私
の
予
想
が
当
た
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
磯

田
道
史
『
天
災
か
ら
日
本
史
を
読
み
な
お
す
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
も
同
じ
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
18
）
前
掲
『
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
史
と
環
境
世
界
史
』
二
〇
九
〜
二
一
〇
頁
。

（
19
）
そ
の
ほ
か
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が
『
ト
リ
ス
タ
ン
』
を
完
成
し
た
の
も
同
じ
年
で
あ
り
、
こ
の
三
者
に
共
通
し
て
い
る
も
の
は
「
唯
物

論
の
支
配
」
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
・
バ
ー
ザ
ン
（
野
島
秀
勝
訳
）『
ダ
ー
ウ
イ
ン
、
マ
ル
ク
ス
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
』

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
九
年
、
参
照
。
な
お
、
バ
ー
ザ
ン
も
デ
ュ
ー
イ
が
、
一
八
五
九
年
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る

が
、
そ
の
ほ
か
ア
ー
サ
ー
・
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
卿
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
、
ピ
エ
ー
ル
・
キ
ュ
ー
リ
ー
（
キ
ュ
ー
リ
ー
夫
人
の
夫
）
な
ど
も

同
年
生
ま
れ
で
あ
る
（
同
、
四
二
頁
）。

（
20
）
山
田
英
世
『
Ｊ
・
デ
ュ
ー
イ
』
清
水
書
院
、
一
九
六
六
年
、
三
九
〜
四
一
、
一
七
四
頁
。

（
21
）
デ
ュ
ー
イ
（
宮
原
誠
一
訳
）『
学
校
と
社
会
』
岩
波
文
庫
、
一
九
五
七
年
、
一
六
〇
〜
一
六
一
頁
、
傍
点
は
引
用
者
。
以
下
こ
と

わ
り
な
き
と
き
は
、
傍
点
は
引
用
者
の
も
の
と
す
る
。

（
22
）
同
（
松
野
安
男
訳
）『
民
主
主
義
と
教
育
』（
下
）
岩
波
文
庫
、
一
九
七
五
年
、
四
九
〜
五
一
頁
。
な
お
、
同
じ
く
デ
ュ
ー
イ
の
『
哲
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学
の
改
造
』（
清
水
幾
太
郎
他
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
八
年
）
に
も
次
の
言
葉
が
あ
る
。「
着
実
な
実
験
的
な
自
然
研
究
は
、
自﹅

然﹅

を﹅

統﹅

御﹅

し﹅

、
自﹅

然﹅

力﹅

を﹅

社﹅

会﹅

的﹅

利﹅

益﹅

に﹅

従﹅

わ﹅

せ﹅

る﹅

発﹅

明﹅

の﹅

実﹅

を﹅

結﹅

ぶ﹅

こ﹅

と﹅

に﹅

よ﹅

っ﹅

て﹅

、
進﹅

歩﹅

の﹅

方﹅

法﹅

と﹅

な﹅

る﹅

。」（
四
八
頁
）

（
23
）
福
沢
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』
岩
波
文
庫
、
一
九
六
二
年
（
改
版
）、
一
五
一
〜
一
五
二
頁
。

（
24
）
福
沢
は
化
学
や
物
理
学
を
、
大
阪
の
緒
方
塾
で
耽
り
学
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
泉
信
三
『
福
沢
諭
吉
』
岩

波
新
書
、
一
九
六
六
年
、
第
四
章
を
参
照
。

（
25
）
丸
山
真
男
『「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
む
』（
中
）
岩
波
新
書
、
一
九
八
六
年
、
二
四
九
〜
二
五
〇
頁
。
傍
点
は
原
文
。

（
26
）
そ
の
た
め
に
は
、
夏
目
漱
石
の
自
然
観
こ
そ
、
福
沢
と
対
抗
せ
し
め
、
検
討
し
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
文
明
と

環
境
か
ら
見
た
福
沢
諭
吉
と
夏
目
漱
石
」（『
皇
學
館
大
学
講
演
叢
書
』
第
一
〇
四
輯
、
二
〇
〇
一
年
、
前
掲
拙
著
『
グ
ロ
ー
バ
ル
世

界
史
と
環
境
世
界
史
』
所
収
）
参
照
。
な
お
、
そ
の
後
得
た
知
見
と
し
て
、
藤
田
榮
一
氏
の
次
の
指
摘
に
注
意
を
促
し
た
い
。「
漱

石
は
、
日
本
人
は
諦
観
を
『
是
』
と
し
て
全
て
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
に
対
し
、
ど
こ
ま
で
も
自
我
を
主

張
し
よ
う
と
す
る
西
洋
人
の
文
化
や
人
間
性
に
違
和
感
を
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
彼
は
、
日
本
人
の
武
士
道
や
俳
句
や
華
道

の
根
底
に
あ
る
自
然
に
さ
か
ら
わ
ず
、
自
然
を
そ
の
ま
ま
天
の
支
配
と
し
て
受
け
入
れ
て
、
自
然
と
と
も
に
生
き
よ
う
と
す
る
謙
虚

で
諦
観
の
う
え
に
立
つ
人
生
観
と
は
異
質
の
西
洋
人
の
自
然
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
人
生
観
を
強
く
意
識
す
る
。
西
洋
人
は
自
然
を

征
服
し
、
支
配
し
て
、
人
間
の
お
も
い
の
ま
ま
に
変
化
さ
せ
て
そ
れ
を
使
い
、
人
間
の
能
力
を
讃
美
し
、
人
本
主
義
を
う
ち
た
て
人

間
万
能
の
人
生
観
を
も
っ
て
い
る
。」
同
『
漱
石
と
異
文
化
体
験
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
、
一
一
八
〜
一
一
九
頁
。

（
27
）
戦
後
の
デ
ュ
ー
イ
教
育
思
想
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
次
の
書
物
が
非
常
に
広
範
囲
に
論
じ
て
い
る
。
杉
浦
宏
編
『
日
本
の
戦
後
教

育
と
デ
ュ
ー
イ
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
八
年
。
が
、
も
と
よ
り
私
が
こ
こ
で
論
じ
て
い
る
デ
ュ
ー
イ
の
教
育
論
・
民
主
主
義
論
と

自
然
環
境
の
問
題
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
よ
り
こ
う
い
っ
た
視
点
は
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
の
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で
は
な
い
か
と
思
う
。

（
28
）
前
掲
拙
著
『
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
史
と
環
境
世
界
史
』
第
一
部
五
章
「
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
が
『
モ
モ
』
で
訴
え
た
か
っ
た
こ
と
」

参
照
。

（
29
）
金
子
史
朗
『
レ
バ
ノ
ン
杉
の
た
ど
っ
た
道
』
原
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
一
九
六
〜
一
九
八
頁
。

（
30
）
カ
ー
ソ
ン
、
前
掲
書
、
五
九
頁
。

（
31
）
び
っ
く
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
固
定
観
念
が
打
ち
破
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
の
別
の
表
現
だ
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。
創
造
性
育

成
の
た
め
に
は
こ
の
び
っ
く
り
さ
せ
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
学

問
は
驚
き
と
と
も
に
始
ま
る
」
と
い
う
言
葉
が
想
起
さ
れ
る
。
拙
著
『
社
会
科
教
育
の
国
際
化
課
題
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
五
年
）

第
五
章
の
二
「
学
ぶ
こ
と
、
考
え
る
こ
と
」
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
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Education and Magic
― In relation to the Environmental Problem ―

Masahiro FUKAKUSA

What is the relationship between Education and Magic? Magic skillfully

uses the fixed view of man. While one of the main purpose of Education is to

break the fixed view of children. Thus the both purposes are different each

other.

Then how to break the fixed view of children? We propose two points. One

is to overturn the old view. The other is to look things completely new.

For the first , we give some examples. The most famous case is Copernicus.

He changed the traditional view of the cosmos dramatically. The another

example is Marx. He thought the philosophy of Hegel was handstand. So he

overturned it and constructed his original philosophy.

For the second ,we pay attention to the poets of Hirosi Osada and The Sense

of Wonder of Rachel Carson. Both teach us how to put ourselves in an

extraordinary world in a daily life.

Finally, we overturned the thought of J･Dewey and Y･Fukuzawa from the

point of environment. The background of Deweys philosophy is science and

progress in the 19th. century. They have the essence of control and conquest of

nature. Fukuzawa also has the same idea which he learned from Europe.

Today we have to live in harmony with nature. So we must reconsider their

philosophies.

― 32 ―


