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デ
ュ
ー
イ
と
池
田
大
作
氏
の

　「
生
徒
の
成
長
観
」
に
お
け
る
比
較
と
考
察

原
　
青
林

大
江
平
和
　
訳

要
旨
：
近
代
ア
メ
リ
カ
の
教
育
家
デ
ュ
ー
イ
と
現
代
日
本
の
教

育
家
池
田
大
作
氏
は
、
生
徒
の
健
康
的
な
成
長
を
き
わ
め
て
重

視
す
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
「
教
育
即
成
長
」
論
を
提
起
し
、
池
田

大
作
氏
は
「
人
格
形
成
こ
そ
教
育
の
根
本
」
な
ど
の
見
解
を
提

起
す
る
。
両
者
の
教
育
思
想
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
学
校
の

徳
育
改
革
に
と
っ
て
重
要
な
啓
発
的
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
デ
ュ
ー
イ
の
「
教
育
即
成
長
」
論
と
池
田
大
作
氏
の
学

校
の
徳
育
と
生
徒
の
成
長
に
関
す
る
論
述
に
つ
い
て
比
較
と
分

析
を
行
う
。

は
じ
め
に

　

学
校
の
徳
育
と
生
徒
の
成
長
は
、
恒
久
不
変
の
テ
ー
マ
で
あ

る
。
は
る
か
昔
か
ら
今
日
ま
で
、
そ
し
て
東
洋
か
ら
西
洋
ま
で
、

教
育
家
に
せ
よ
、
教
育
研
究
者
に
せ
よ
、
学
校
の
徳
育
と
生
徒

の
健
全
な
人
格
形
成
を
教
育
の
中
心
に
据
え
な
か
っ
た
者
は
皆

無
で
あ
ろ
う
。
20
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
著
名
な
教
育
家
デ
ュ
ー
イ

と
現
代
日
本
の
著
名
な
教
育
家
池
田
大
作
氏
は
、
そ
の
な
か
で

も
典
型
的
な
代
表
と
い
え
る
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
学

寄
稿
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校
教
育
の
現
状
や
弊
害
へ
の
分
析
と
批
判
を
ふ
ま
え
て
、
学
校

の
徳
育
や
生
徒
の
健
全
な
人
格
形
成
を
い
か
に
し
て
図
る
の
か

な
ど
の
課
題
に
つ
い
て
、
透
徹
し
た
、
そ
し
て
建
設
的
な
論
述

を
行
っ
て
い
る
。

　

現
在
、
わ
れ
わ
れ
は
急
激
な
社
会
の
転
換
期
の
真
只
中
に
あ

り
、
固
有
の
文
化
と
西
洋
文
化
の
価
値
観
の
衝
突
、
さ
ま
ざ
ま

な
社
会
現
象
、
大
衆
文
化
、
お
よ
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
メ
デ
ィ
ア

の
影
響
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
学
校
の
徳
育
の
取
り
組
み
は
、

い
ま
だ
か
つ
て
な
い
挑
戦
を
突
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。
伝
統
的

な
学
校
の
説
教
ス
タ
イ
ル
に
よ
る
道
徳
教
育
の
や
り
方
は
、
時

代
か
ら
取
り
残
さ
れ
、
も
は
や
こ
の
よ
う
な
急
激
に
発
展
す
る

社
会
に
適
応
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
学
校
の
道
徳
教
育

は
す
で
に
変
革
せ
ざ
る
を
え
な
い
時
を
迎
え
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
変
革
な
し
に
は
、
学
校
の
本
来
あ
る
べ
き
教
育
的
役
割
を

果
た
す
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
正
念
場
と
も
い
え
る
時
期
に
、

デ
ュ
ー
イ
や
池
田
大
作
氏
の
学
校
の
徳
育
と
生
徒
の
健
全
な
人

格
形
成
に
関
す
る
論
述
を
真
剣
に
研
究
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ

れ
の
学
校
の
徳
育
改
革
に
間
違
い
な
く
重
要
な
啓
発
的
意
義
を

有
す
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
デ
ュ
ー
イ
の
「
教
育
即
成
長
」
論

　
「
教
育
と
は
成
長
で
あ
り
、
成
長
こ
そ
が
目
的
で
あ
る
。
成
長

の
ほ
か
に
目
的
は
な
い
」
と
い
う
論
点
は
、
ル
ソ
ー
が
提
起
し
、

の
ち
に
デ
ュ
ー
イ
が
さ
ら
に
展
開
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。「
教
育

即
成
長
」
は
、
端
的
に
教
育
の
本
義
を
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
天
性
や
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
具
わ
っ
た

能
力
を
健
康
的
に
成
長
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
外
か
ら
の
も

の
、
例
え
ば
知
識
の
よ
う
な
も
の
を
容
器
に
詰
め
込
む
こ
と
で

は
な
い
。

　
「
教
育
即
成
長
」
と
い
う
道
理
を
理
解
で
き
れ
ば
、
教
育
が
何

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば

知
育
は
、
知
識
を
詰
め
込
む
こ
と
で
は
な
く
、
好
奇
心
や
理
性

的
な
思
考
力
を
伸
ば
す
こ
と
を
目
指
し
、
徳
育
は
規
範
を
押
し

付
け
る
の
で
は
な
く
、
崇
高
な
精
神
の
追
求
を
奨
励
す
る
こ
と

を
目
指
し
、
さ
ら
に
、
美
育
は
、
技
芸
を
強
い
る
の
で
は
な
く
、

精
神
の
豊
か
さ
を
涵
養
す
る
こ
と
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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（
一
）
成
長
は
教
育
の
本
質

　

生
活
と
は
成
長
で
あ
り
、
人
間
の
発
達
と
は
、
原
始
的
本
能

が
成
長
す
る
過
程
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
デ
ュ
ー
イ
は
「
教
育
即

生
活
」
を
提
起
す
る
と
と
も
に
、「
教
育
即
成
長
」
と
い
う
視
点

も
提
起
し
た
。
こ
れ
は
デ
ュ
ー
イ
が
心
理
学
の
角
度
を
出
発
点

に
明
ら
か
に
し
た
「
教
育
」
に
対
す
る
考
え
方
で
あ
るあ
。
デ
ュ
ー

イ
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。「
教
育
と
は
絶
え
ず
成
長
す
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
を
越
え
る
い
か
な
る
目
的
も
も
た
な
い
」
の
で

あ
る
。
成
長
に
は
、
そ
の
根
拠
が
あ
り
、
条
件
が
あ
っ
て
、
そ

の
主
要
な
条
件
と
は
、
未
成
熟
な
状
態
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
未
成
熟
な
状
態
と
は
、
あ
る
種
の
積
極
的
な
勢
力
あ
る
い
は
能

力
を
指
し
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
前
に
向
か
っ
て
成
長
す
る
力

を
指
し
て
い
る
」。
つ
ま
り
、
子
ど
も
は
教
育
を
受
け
る
前
か
ら
、

あ
る
種
の
天
性
の
本
能
、
性
質
、
衝
動
を
具
え
、
こ
れ
ら
は
自

然
の
資
源
で
あ
り
、
ま
だ
投
資
さ
れ
て
い
な
い
資
本
で
あ
っ
て
、

子
ど
も
の
活
動
的
な
成
長
は
、
こ
れ
ら
の
自
然
の
資
源
を
は
た

ら
か
せ
る
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。
子
ど
も
の
本
能
と
能
力
は
、

あ
ら
ゆ
る
教
育
に
素
材
を
提
供
し
、
出
発
点
を
示
す
こ
と
が
で

き
る
。
し
た
が
っ
て
、
デ
ュ
ー
イ
は
、「
唯
一
真
実
の
教
育
は
…

児
童
の
力
を
刺
激
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
」
と
論

じ
る
。

　

教
育
と
成
長
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
デ
ュ
ー
イ
は
次
の

よ
う
に
考
え
る
。「
成
長
の
理
想
は
次
の
よ
う
な
観
点
に
帰
結
す

る
。
す
な
わ
ち
、
教
育
と
は
経
験
の
継
続
お
よ
び
絶
え
ざ
る
入

れ
か
え
と
改
造
で
あ
る
」
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
経

験
が
必
ず
し
も
す
べ
て
成
長
に
有
利
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

経
験
の
教
育
的
価
値
の
有
無
を
判
別
す
る
基
準
の
一
つ
は
、
経

験
に
連
続
性
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
連
続

性
の
原
則
と
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
が
、
つ
ね
に
あ
る
部
分
が

従
来
の
経
験
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
同

時
に
あ
る
種
の
や
り
方
で
、
後
続
の
経
験
の
性
質
を
修
正
す
る

こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
成
長
の
過
程
が
連
続
し
て
絶

え
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
成
長
の
目
的
は
、
よ
り
大
き
な
成
長
の

た
め
で
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
が
、
あ
る
程
度
、
よ
り
多

く
の
経
験
を
獲
得
す
る
た
め
の
条
件
に
よ
い
影
響
を
与
え
る
こ

と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
デ
ュ
ー

イ
の
教
育
思
想
に
お
い
て
、
教
育
と
は
成
長
で
あ
り
、
教
育
と

は
生
徒
個
人
の
経
験
の
絶
え
ざ
る
改
造
と
増
加
で
あ
っ
て
、
こ
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れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
論
断
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

で
あ
ろ
う
。

（
二
）
個
性
は
成
長
過
程
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る

　

教
育
の
過
程
と
は
、
子
ど
も
の
絶
え
ざ
る
成
長
の
過
程
で
あ

り
、
子
ど
も
は
、
絶
え
ざ
る
成
長
の
過
程
の
な
か
で
、
次
第
に

個
性
化
を
遂
げ
て
い
く
。
成
長
は
子
ど
も
の
本
能
的
な
営
み
で

あ
り
、
子
ど
も
の
本
能
に
は
そ
れ
ぞ
れ
差
異
が
存
在
す
る
か
ら
、

そ
の
営
み
は
、
異
な
っ
た
子
ど
も
の
間
で
は
異
な
っ
た
結
果
を

生
み
、
子
ど
も
独
自
の
個
性
を
形
成
す
る
上
で
の
基
礎
と
な
る
。

デ
ュ
ー
イ
は
、
子
ど
も
は
四
つ
の
本
能
的
欲
求
を
具
え
て
い
る

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
欲
求
、
物

を
つ
く
り
た
い
と
い
う
欲
求
、
芸
術
で
自
ら
表
現
し
た
い
と
い

う
欲
求
、
探
究
し
た
い
と
い
う
欲
求
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
子
ど

も
の
成
長
の
原
材
料
で
、
ど
の
子
ど
も
に
も
具
わ
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
に
差
異
が
存
在
す
る
。
自
然
の
能
力
の
大
き
な
差
異

に
対
応
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
法
は
、
必
ず
成
長
に
お
け
る
自

然
の
不
均
衡
な
能
動
的
価
値
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
不
均
衡
を
利
用
し
、
バ
ラ
バ
ラ
な
不

規
則
性
の
存
在
を
許
容
す
べ
き
で
あ
り
、
一
律
に
対
処
し
て
は

な
ら
な
い
。

　

デ
ュ
ー
イ
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
成
長
は
社
会
的
環
境

か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
子
ど
も
の
成
長
に
は
「
依

存
性
」
や
「
可
塑
性
」
が
伴
う
。「
依
存
性
」
と
は
、
潜
在
能
力

を
伸
ば
す
可
能
性
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
環
境
へ
の
依
存
も
指

す
。「
可
塑
性
」
と
は
、
個
体
が
外
界
か
ら
の
異
な
る
刺
激
や
異

な
る
環
境
の
作
用
を
う
け
て
、
過
去
の
経
験
か
ら
、
後
続
す
る

活
動
を
修
正
す
る
た
め
の
諸
要
素
を
獲
得
し
て
保
持
し
、
持
ち

越
す
能
力
で
あ
る
。
ま
た
、
習
慣
を
身
に
つ
け
た
り
、
あ
る
方

向
へ
発
達
す
る
能
力
を
獲
得
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
子
ど
も
の
傾
向
や
習
慣
は
、
社
会
的
環

境
の
な
か
で
、
成
長
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
デ
ュ
ー
イ
は
、
成
長
に
対
し
て
外
か
ら
何
か
を
強
要

す
る
よ
う
な
、
外
在
的
な
こ
と
が
ら
を
目
的
と
す
る
こ
と
に
対

し
て
は
、
い
か
な
る
目
的
で
あ
ろ
う
と
も
断
固
と
し
て
異
を
唱

え
た
。
デ
ュ
ー
イ
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
子
ど
も
の
成
長

の
独
立
性
を
保
つ
こ
と
は
、
成
長
の
た
め
に
必
要
な
だ
け
で
な

く
、
子
ど
も
の
活
発
で
活
動
好
き
な
天
性
、
千
差
万
別
の
知
性
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や
感
受
性
に
適
応
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
子
ど
も
の
能
動
性
、

創
造
性
、
独
立
的
な
発
達
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
三
）
子
ど
も
の
社
会
化
は
成
長
過
程
の
な
か
で
実
現

　

デ
ュ
ー
イ
は
、
子
ど
も
は
成
長
の
過
程
を
通
し
て
個
性
を
形

成
す
る
と
主
張
し
た
が
、
子
ど
も
の
社
会
化
を
忘
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
彼
は
、
子
ど
も
は
成
長
の
過
程
に
お
い
て
絶
え

ず
個
性
化
が
進
ん
で
い
く
と
同
時
に
、
社
会
化
も
獲
得
し
て
い

く
も
の
で
、
子
ど
も
の
個
性
化
と
社
会
化
は
、
活
動
を
基
礎
と

す
る
成
長
過
程
の
な
か
で
統
合
さ
れ
る
と
し
た
。
第
一
に
、
デ

ュ
ー
イ
は
子
ど
も
の
成
長
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
社
会

的
環
境
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
子
ど

も
は
社
会
的
環
境
の
な
か
で
生
活
し
て
お
り
、
そ
の
社
会
的
環

境
は
つ
ね
に
無
意
識
の
う
ち
に
、
い
か
な
る
目
的
も
設
け
ず
、

教
育
や
人
間
性
の
形
成
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
第
二
に
、
進

歩
し
続
け
て
い
る
社
会
生
活
の
な
か
で
、
青
少
年
が
身
に
つ
け

る
べ
き
態
度
や
傾
向
は
、
環
境
を
通
し
て
発
達
す
る
と
し
た
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
教
育
を
直
接
に
行
っ
た
こ
と
は
な
く
、

環
境
を
通
し
て
間
接
的
に
行
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
成
人
が
未

熟
者
の
受
け
る
教
育
を
意
識
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
唯
一
の

方
法
は
、
彼
ら
の
環
境
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
さ
に
こ
れ
ら
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
デ
ュ
ー
イ
の
「
学
校
即

社
会
」
と
い
う
有
名
な
論
断
は
、
単
純
化
さ
れ
、
純
粋
化
さ
れ
、

均
衡
化
さ
れ
た
環
境
や
文
化
的
遺
産
を
通
じ
て
、
学
校
を
社
会

の
「
雛
形
（
小
社
会
）」
と
し
て
運
営
す
る
よ
う
主
張
す
る
。
教

育
も
ま
た
子
ど
も
が
社
会
と
の
関
係
や
社
会
制
度
に
興
味
を
も

つ
よ
う
促
し
、
社
会
に
奉
仕
す
る
精
神
を
薫
陶
し
、
彼
ら
の
心

理
や
生
活
習
慣
を
、
社
会
を
改
善
す
る
方
向
へ
向
け
さ
せ
、
社

会
の
秩
序
を
妨
害
す
る
よ
う
な
方
向
に
向
か
わ
せ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

デ
ュ
ー
イ
は
、
子
ど
も
の
活
動
に
つ
い
て
き
め
細
か
く
計
画

を
立
て
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
活
動
の
計
画
と
活
動
へ

の
誘
導
は
、
子
ど
も
の
心
理
的
特
徴
か
ら
出
発
す
る
だ
け
で
な

く
、
社
会
環
境
、
社
会
生
活
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
、
子
ど
も
自
身
に
選
択
さ
せ
、
計
画
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ

て
主
体
的
に
作
業
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
は
、
心
理
学
的
意

義
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
学
的
意
義
も
有
す
る
と
デ
ュ
ー

イ
は
い
う
。
ま
た
、
そ
れ
は
子
ど
も
の
成
長
に
資
す
る
だ
け
で



188

な
く
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
も
、
人
間
と
し
て
の
基
本
的
活
動

の
か
な
り
し
っ
か
り
し
た
構
造
を
提
供
し
、
教
育
内
容
を
拡
大

し
深
化
さ
せ
る
取
り
組
み
は
、
具
体
的
で
、
明
確
な
教
育
の
中

核
的
な
も
の
と
な
る
と
し
た
。
子
ど
も
は
、
主
体
的
な
活
動
を

通
じ
て
、
自
身
を
取
り
巻
く
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
関
係
を
理
性
的

に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
、
子
ど
も
な
り
に
力
を
尽
く
し
て
、

こ
れ
ら
の
関
係
を
維
持
し
、
そ
う
し
た
体
験
を
通
じ
て
社
会
の

一
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

二
、
池
田
大
作
氏
の
生
徒
の
成
長
観

　

池
田
大
作
氏
の
成
長
観
は
、
お
も
に
個
人
の
生
命
に
内
在
す

る
多
様
な
潜
在
能
力
を
開
発
し
、
人
格
の
形
成
を
重
視
し
、
善

性
を
称
揚
し
悪
を
抑
え
、
世
界
市
民
を
育
成
す
る
な
ど
の
教
育

理
念
の
な
か
に
体
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
日
本
に
あ
る
創

価
学
園
に
お
い
て
実
践
に
移
さ
れ
て
い
る
。

（
一
）
人
間
の
生
命
の
潜
在
的
可
能
性
へ
の
確
信

　

池
田
大
作
氏
の
創
価
教
育
の
人
間
観
で
は
、
次
の
よ
う
に
考

え
る
。
誰
人
に
も
「
無
限
の
可
能
性
」
が
存
在
し
、
そ
の
人
間

観
は
、
人
間
の
精
神
に
対
す
る
信
頼
に
貫
か
れ
て
い
る
。『
法
華

経
』
の
生
命
哲
学
で
は
、「
人
間
の
精
神
に
は
、
ど
ん
な
困
難
な

状
況
を
も
打
開
し
、
よ
り
豊
か
で
実
り
あ
る
価
値
創
造
を
成
し

遂
げ
る
力
が
備
わ
っ
て
い
るい
」
と
説
く
。
こ
れ
は
、
人
間
の
生

命
に
宇
宙
大
の
力
（
仏
性
、
宇
宙
生
命
の
慈
悲
と
智
慧
の
無
限
の
可
能

性
）
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
法
華
経
』
は
仏
法
の

人
間
主
義
に
も
と
づ
き
、
人
間
の
体
内
も
一
つ
の
宇
宙
と
と
ら

え
、
そ
こ
に
内
在
す
る
宇
宙
は
外
界
の
宇
宙
と
等
し
く
不
可
思

議
で
、
き
わ
め
て
尊
貴
な
も
の
と
す
る
。
人
類
に
は
宇
宙
の
す

べ
て
の
要
素
が
具
わ
り
、
多
元
的
結
果
を
達
成
で
き
る
可
能
性

を
秘
め
て
い
る
。
人
類
は
無
限
に
、
多
様
に
、
内
在
す
る
智
慧
、

勇
気
、
慈
悲
な
ど
の
善
な
る
価
値
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る

ゆ
え
に
、
尊
い
存
在
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
創
価
教
育
は
「
人

間
を
す
べ
て
の
価
値
の
原
点
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
目
的
と

し
、「
生
命
の
尊
厳
」
と
い
う
普
遍
的
な
視
点
か
ら
出
発
し
、
人

生
と
社
会
に
対
し
て
価
値
創
造
が
で
き
る
独
立
し
た
「
人
間
」

を
育
成
す
る
。

　

池
田
大
作
氏
の
「
人
間
革
命
」
の
中
心
的
思
想
は
、
人
間
の

内
面
の
変
化
が
、
国
家
や
世
界
さ
え
も
変
え
る
影
響
力
を
も
つ
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
人
間
革
命
」
と
は
、
人
間

を
陶
冶
す
る
こ
と
、
人
間
に
内
在
す
る
力
を
開
発
す
る
こ
と
を

指
し
、
自
ら
の
人
間
力
を
開
発
し
、
自
ら
の
人
格
を
磨
く
こ
と

を
意
味
す
る
。
池
田
氏
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
平
和
を
脅
か

す
危
機
の
本
質
に
せ
よ
、
人
間
自
身
の
問
題
に
せ
よ
、
い
ず
れ

も
人
間
の
心
の
動
き
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
善
と
悪
の
社
会
現
象
が

生
じ
て
い
る
。
信
念
に
も
と
づ
く
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
行
動
は
、

社
会
を
変
革
す
る
力
と
な
る
。
つ
ま
り
、「
今
が
ど
う
で
あ
れ
、

未
来
を
創
造
す
る
の
は
自
身
の
心
で
あ
る
。
ま
た
、
環
境
が
ど

う
で
あ
れ
、
希
望
を
生
み
出
す
の
は
自
身
の
心
で
あ
り
、
周
り

の
環
境
を
変
え
る
の
も
自
身
の
心
で
あ
る
」。

（
二
）
負
け
じ
魂
こ
そ
成
長
の
鍵

　

創
価
教
育
の
人
間
観
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
主
張
は
、
悪
は

一
つ
の
可
能
性
と
し
て
人
間
の
生
命
の
働
き
に
も
と
も
と
存
在

す
る
と
し
、
す
な
わ
ち
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
最
極
の

善
性
（
仏
性
）
を
も
つ
と
同
時
に
、
最
極
の
悪
（
魔
性
）
の
一
面

も
も
つ
と
す
る
。
し
か
も
、
人
間
の
悪
の
根
源
は
、
人
間
を
手

段
と
す
る
人
間
の
生
命
の
根
本
的
傾
向
、
す
な
わ
ち
自
己
中
心

性
に
あ
り
、
人
間
の
生
命
に
対
す
る
無
知
ゆ
え
に
生
じ
る
不
信

に
あ
る
。
こ
れ
を
完
全
に
取
り
除
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
一
人
の
人
間
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
自
己

の
情
操
を
陶
冶
す
る
こ
と
と
悪
へ
の
傾
向
を
抑
制
す
る
こ
と
で

あ
る
。
池
田
大
作
氏
は
、
創
価
学
園
の
生
徒
に
対
し
て
、
人
間

は
勇
気
を
も
っ
て
悪
に
立
ち
向
か
い
、
自
身
の
悪
の
一
面
と
戦

う
正
義
の
心
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
強
調
す
る
。
ま
た
池
田

氏
は
、
い
か
な
る
理
由
が
あ
っ
て
も
、
尊
極
の
生
命
を
お
び
や

か
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
絶
対
に
悪
で
あ
る
と
す

る
。
い
じ
め
に
つ
い
て
は
「
い
じ
め
て
い
る
側
が
100
％
悪
い
。

…
…
『
原
因
』
は
い
じ
め
て
い
る
側
の
『
心
の
中
』
に
あ
るう
」。

し
た
が
っ
て
、
生
命
の
絶
対
的
尊
厳
か
ら
見
れ
ば
、
絶
対
的
な

非
暴
力
主
義
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

創
価
教
育
が
追
求
す
る
の
は
、
自
身
を
は
ぐ
く
み
、
他
者
と

共
に
幸
福
を
実
現
す
る
人
間
で
あ
る
。
そ
の
幸
福
と
は
、
強
い

意
志
の
な
か
に
存
在
す
る
も
の
で
、
い
か
な
る
困
難
が
あ
ろ
う

と
も
屈
せ
ず
、
い
か
な
る
こ
と
が
起
こ
ろ
う
と
も
対
応
す
る
こ

と
が
で
き
、
自
由
自
在
に
世
界
の
た
め
に
貢
献
で
き
る
力
を
も

つ
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
価
値
創
造
の
生
き
方
と
は
、
自
分
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の
弱
点
や
環
境
に
よ
る
圧
迫
に
ひ
る
ま
ず
、
人
間
を
手
段
と
す

る
悪
に
屈
服
す
る
こ
と
な
く
、
戦
い
続
け
る
強
い
意
志
を
は
ぐ

く
み
、
い
か
な
る
環
境
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
な
か
に
「
意
義
」

を
見
出
し
、
成
長
の
糧
を
摂
取
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
負
け
じ
魂
」

と
は
、
創
価
学
園
の
精
神
的
象
徴
で
あ
る
。

（
三
）
人
格
の
形
成
と
育
成
こ
そ
教
育
の
根
本

　

池
田
大
作
氏
は
、
教
育
の
役
割
を
非
常
に
重
視
し
、
教
育
を

「
人
間
の
究
極
の
聖
業え
」
と
ま
で
み
な
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、

池
田
大
作
氏
が
重
視
す
る
教
育
は
、
知
識
の
伝
授
と
い
う
よ
り

は
む
し
ろ
人
格
の
形
成
と
育
成
、
つ
ま
り
徳
育
で
あ
る
。
徳
育

は
池
田
大
作
氏
の
教
育
思
想
の
核
心
的
な
内
容
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
池
田
氏
は
教
育
に
関
す
る
講
演
の
な
か
で
、
し
ば
し
ば

「
教
育
は
何
の
た
め
か
」
と
い
う
問
題
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
て
い

る
。
池
田
氏
は
、
教
育
は
人
間
を
つ
く
る
事
業
で
あ
る
と
と
ら

え
る
。
教
育
の
根
本
的
課
題
は
、
人
間
は
い
か
に
生
き
る
べ
き

か
、
人
生
を
い
か
に
送
る
べ
き
か
な
ど
と
い
う
人
間
の
一
番
大

切
な
問
い
に
答
え
る
こ
と
に
あ
る
。
教
育
者
が
尽
力
す
べ
き
最

も
重
要
な
こ
と
は
、
あ
る
教
科
の
知
識
を
伝
授
す
る
こ
と
で
は

な
く
、「
人
間
を
教
育
す
る
」
こ
と
自
体
で
あ
る
。
つ
ま
り
教
育

を
受
け
る
者
の
人
格
を
健
康
的
に
向
上
さ
せ
て
こ
そ
、
徳
の
才

能
が
開
発
さ
れ
る
と
す
る
。

　

池
田
大
作
氏
の
徳
育
を
中
心
的
内
容
と
す
る
教
育
思
想
は
、

池
田
氏
の
社
会
の
発
展
に
対
す
る
思
索
と
人
類
の
運
命
に
寄
せ

る
関
心
を
源
と
し
て
い
る
。
池
田
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
人
と
人
と
の
関
係
、
人
と
自
然
と
の

関
係
が
日
ま
し
に
悪
化
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
、
人
間
は
科

学
技
術
に
よ
っ
て
、
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
力
を
手
に
入
れ
た

け
れ
ど
も
、
そ
の
力
を
人
類
の
幸
福
や
人
間
の
尊
厳
を
守
る
た

め
に
用
い
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
自
ら
の
内
面
の

世
界
が
、
調
和
せ
ず
均
衡
も
取
れ
て
い
な
い
者
は
、
み
な
他
者

と
の
関
係
や
社
会
生
活
の
な
か
で
、
つ
ね
に
不
和
や
い
さ
か
い

の
種
を
播
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
局
の
と

こ
ろ
は
、
そ
の
原
因
は
人
間
で
あ
り
、
そ
の
心
の
中
の
分
裂
と

不
調
和
に
起
因
す
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
根
本
的
な
方
途

は
、
教
育
を
通
し
て
、
人
々
が
社
会
や
人
間
性
に
つ
い
て
思
索

を
深
め
る
よ
う
に
な
り
、
人
間
の
心
の
中
の
調
和
を
促
す
こ
と
、

つ
ま
り
「
人
間
革
命
」
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
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れ
ば
、
人
と
人
、
人
と
自
然
の
関
係
も
調
和
に
向
か
っ
て
い
く
。

教
育
は
人
と
人
を
結
び
つ
け
る
「
連
帯
の
源
流
」
で
あ
り
、
人

間
を
最
も
人
間
ら
し
く
さ
せ
、
開
花
さ
せ
て
い
く
「
平
和
の
大

地
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
育
は
、
国
の
発
展
、
民
族
の

進
歩
、
あ
る
い
は
社
会
に
お
け
る
個
人
の
成
長
に
と
っ
て
、
格

別
な
位
置
づ
け
と
役
割
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

三
、
比
較
と
分
析

　

デ
ュ
ー
イ
の
「
教
育
即
成
長
」
論
は
、
ル
ソ
ー
の
自
然
的
成

長
論
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ
た
も
の
で
、
デ
ュ
ー
イ
の
完
璧
か

つ
系
統
だ
っ
た
教
育
理
論
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
「
成
長
」
に
内
包
さ
れ
る
意
義
を
展
開
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
「
成
長
」
と
は
、
身
体
面
だ
け
で
な
く
、
知
能
面

や
道
徳
面
も
指
す
。
学
校
教
育
は
た
ん
に
教
育
の
一
部
に
す
ぎ

ず
、
学
校
を
出
た
後
も
、
教
育
を
止
め
て
は
な
ら
な
い
。
学
校

教
育
は
、
学
校
を
離
れ
た
後
の
教
育
の
た
め
に
基
礎
と
な
る
も

の
で
、
そ
れ
を
通
し
て
、
喜
ん
で
生
活
自
体
や
生
活
の
過
程

か
ら
学
び
、
経
験
を
蓄
積
し
、
改
造
し
よ
う
と
さ
せ
る
も
の
で

あ
る
。

　

同
じ
よ
う
に
、
池
田
大
作
氏
の
生
徒
の
成
長
観
も
、
教
育
の

積
極
的
な
役
割
を
極
め
て
重
視
し
て
お
り
、
そ
の
思
想
は
創
価

学
園
の
教
育
事
業
の
あ
ら
ゆ
る
過
程
に
貫
か
れ
て
い
る
。
教
員

は
人
間
革
命
に
お
い
て
も
、
学
問
や
人
格
に
お
い
て
も
一
流
で

あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
社
会
の
悪
に
対
し

て
怒
り
を
も
ち
、
悪
に
対
し
て
戦
う
教
員
の
魂
こ
そ
が
生
徒
に

感
化
を
与
え
ら
れ
る
と
す
る
。
一
方
で
、
教
育
の
精
髄
は
、
生

徒
を
自
分
よ
り
も
優
秀
な
人
材
に
育
て
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て

い
る
。
教
員
は
親
に
も
勝
る
愛
情
で
生
徒
に
接
す
る
べ
き
で
あ

り
、
生
徒
の
人
格
は
師
弟
の
全
人
的
な
ふ
れ
あ
い
か
ら
形
成
さ

れ
、
磨
か
れ
る
と
い
う
。
デ
ュ
ー
イ
と
池
田
大
作
氏
の
あ
い
だ

に
は
、
生
徒
の
成
長
に
関
す
る
論
述
に
お
い
て
、
少
な
か
ら
ぬ

類
似
点
が
存
在
す
る
と
い
え
よ
う
。

（
一
）
教
育
は
生
徒
が
中
心
で
あ
る
べ
き

　

デ
ュ
ー
イ
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
す
べ
て
の
教
育
は
子

ど
も
を
取
り
囲
む
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
、
子
ど
も
の
心
理
か
ら

出
発
し
、
子
ど
も
の
ニ
ー
ズ
、
興
味
、
欲
望
を
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
子
ど
も
の
な
す
が
ま
ま
に
放
任
し
て
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は
な
ら
ず
、
子
ど
も
に
民
主
的
な
観
念
を
形
成
さ
せ
、
民
主
的

な
社
会
を
前
へ
進
め
る
推
進
者
と
な
る
よ
う
、
社
会
の
ニ
ー
ズ
、

社
会
の
利
益
へ
の
考
慮
を
教
育
の
過
程
の
中
に
取
り
込
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
ュ
ー
イ
の
、
子
ど
も
の
心
理
を
起
点
と
し
、

社
会
を
帰
着
点
と
す
る
よ
う
な
、
そ
し
て
、
子
ど
も
を
な
い
が

し
ろ
に
す
る
こ
と
な
く
尊
重
し
、
強
制
的
な
や
り
方
で
は
な
く

導
い
て
い
く
と
い
う
思
想
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
研
究
す
る

に
値
す
る
も
の
で
あ
り
、
吸
収
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

同
じ
よ
う
に
、
池
田
大
作
氏
も
、
教
育
は
生
徒
が
中
心
で
あ

り
、
生
徒
の
積
極
性
を
十
分
に
引
き
出
し
、
生
徒
が
の
び
の
び

と
発
達
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
り
、
生
徒
は
自
ら
の
個
性

を
自
由
に
花
開
か
せ
る
権
利
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
と
認
め
、

子
ど
も
た
ち
を
尊
重
す
る
よ
う
繰
り
返
し
強
調
す
る
。
学
校
教

育
の
各
側
面
、
各
段
階
で
は
、
生
徒
の
成
長
を
中
心
に
す
え
、

生
徒
が
主
体
的
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
、
生
徒
の
自
発
性
を

促
し
、
生
徒
が
自
ら
望
ん
で
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
参
加
し
、

自
ら
の
素
質
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
。

（
二
）
成
長
と
教
育
は
密
接
不
可
分
で
あ
り
、
個
性
は
教
育
を
通

し
て
社
会
化
を
遂
げ
る

　

デ
ュ
ー
イ
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
成
長
と
は
教
育
の
本

質
で
あ
り
、
教
育
の
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
子
ど
も
は
成
長
の

過
程
を
通
し
て
、
そ
の
個
性
化
と
社
会
化
を
実
現
し
、
こ
の
二

つ
は
統
合
さ
れ
る
。
個
人
と
社
会
の
関
係
は
密
接
不
可
分
で
、

個
人
は
社
会
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
ず
、
社
会
も
個
人
か

ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
デ
ュ
ー
イ
は
次
の
よ
う
に
強

く
確
信
す
る
。
教
育
さ
れ
る
べ
き
個
人
が
社
会
的
個
人
で
あ
り
、

し
か
も
社
会
は
個
人
の
有
機
的
結
合
で
あ
る
と
信
ず
る
。
も
し

わ
れ
わ
れ
が
児
童
か
ら
社
会
的
要
素
を
と
り
の
ぞ
く
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
に
は
た
だ
そ
こ
に
一
個
の
抽
象
物
の
み
が
の
こ
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
社
会
か
ら
個
人
的
要
素
を

と
り
の
ぞ
く
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
生
気
の
な
い
力
の
な
い
集
団

の
み
が
の
こ
る
。
し
た
が
っ
て
、
デ
ュ
ー
イ
は
教
育
に
お
け
る

個
人
の
価
値
と
社
会
の
価
値
を
結
び
つ
け
、
教
育
は
子
ど
も
の

個
性
の
涵
養
が
必
要
な
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
の
社
会
化
を
図

る
必
要
も
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

同
様
に
、
池
田
大
作
氏
も
社
会
の
実
践
の
な
か
で
青
年
を
育
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成
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
教
育
は
、
現
実
社
会
の
生
活
と
結

び
つ
い
て
こ
そ
、
豊
か
な
融
通
性
を
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
、

学
ん
だ
こ
と
を
よ
り
望
ま
し
い
形
で
生
か
せ
る
よ
う
に
な
り
、

社
会
に
奉
仕
す
る
意
識
を
も
た
せ
、
そ
れ
を
願
望
す
る
心
を
は

ぐ
く
む
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
現
実
社
会
と
い
う
生
き
る
う

え
で
の
基
礎
を
離
れ
、
た
ん
に
知
識
を
身
に
つ
け
、
理
念
を
学

ぶ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
現
実
生
活
と
い
う
基
礎
を
も
つ
こ
と

に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
や
理
念
が
正
し
く
位
置
づ
け
ら

れ
、
そ
れ
ら
を
自
由
自
在
に
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
が
証
明
す
る
よ
う
に
、
も
し
若
い
学
生

を
部
屋
に
閉
じ
こ
め
て
勉
強
だ
け
を
さ
せ
、
社
会
の
労
働
に
加

わ
ら
せ
ず
、
社
会
的
実
践
と
の
接
触
を
断
ち
、
労
働
者
へ
の
共

感
を
は
ぐ
く
ま
な
け
れ
ば
、
彼
ら
の
健
全
な
成
長
、
全
人
的
な

発
達
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
不
利
益
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

（
三
）
青
年
の
道
徳
教
育
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
方
法

　

デ
ュ
ー
イ
に
よ
れ
ば
、
教
育
の
徳
育
性
と
教
育
の
社
会
性
と

は
相
通
じ
る
も
の
で
、
道
徳
教
育
は
社
会
環
境
の
な
か
で
行
わ

れ
る
べ
き
も
の
で
、
た
ん
に
口
頭
で
の
説
教
に
と
ど
ま
っ
て
い

て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。「
学
校
で
の
取
り
組
み
を
脅
か
す
大
き

な
リ
ス
ク
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
浸
透
す
る
社
会
的
精
神
を
涵

養
す
る
条
件
が
欠
如
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
効
果
の
あ
る

徳
育
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
と
っ
て
大
敵
で
あ
るお
」。
デ
ュ
ー
イ
は
、

学
校
生
活
、
教
材
、
教
授
法
の
い
ず
れ
に
も
社
会
的
精
神
が
浸

透
す
る
こ
と
を
要
請
し
、
学
校
生
活
、
教
材
、
教
授
法
の
三
つ

を
学
校
道
徳
の
三
位
一
体
と
し
た
。
こ
の
三
者
は
、
い
ず
れ
も

道
徳
教
育
に
お
け
る
重
要
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、
デ
ュ
ー
イ
は
、
力
を
尽
く
し
て
、
道
徳
と

道
徳
教
育
を
社
会
に
お
け
る
人
と
人
と
の
関
係
を
調
節
す
る
た

め
の
重
要
な
手
段
に
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
調
節
を
通

し
て
、
人
と
人
と
の
間
、
人
と
社
会
と
の
間
に
、
安
寧
さ
、
平

和
や
友
好
が
よ
り
多
く
生
ま
れ
、
い
さ
か
い
、
争
い
や
敵
意
が

よ
り
少
な
く
な
る
よ
う
望
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

池
田
大
作
氏
も
同
様
に
、
青
年
の
徳
育
は
社
会
教
育
と
切
り

離
す
こ
と
は
で
き
ず
、
も
し
社
会
環
境
が
好
ま
し
く
な
け
れ
ば
、

青
年
の
成
長
に
と
っ
て
き
わ
め
て
不
利
益
と
い
う
。
も
し
社
会

に
「
誠
実
な
者
が
失
敗
し
、
不
誠
実
な
者
が
か
え
っ
て
成
功
す
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る
」
と
い
う
お
か
し
な
現
象
が
現
れ
れ
ば
、
学
校
の
徳
育
は
最

終
的
に
は
失
敗
に
帰
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

講
演
、
対
話
、
教
育
な
ど
の
形
で
市
民
に
啓
発
を
行
う
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
好
ま
し
い
社
会
教
育
を
も
っ
て
学
校
の
徳
育
を
促

し
て
い
け
る
よ
う
に
、
現
実
を
変
革
す
る
活
動
に
取
り
組
む
必

要
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
点
か
ら
、
池
田
大
作
氏
は
、
人
間
性

の
錬
磨
と
い
う
の
は
、
学
校
だ
け
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
は
な

く
、
社
会
全
体
の
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
るか

と
呼
び
か
け
て
い
る
。

四
、
む
す
び
に

　

現
代
に
お
い
て
は
、
国
際
的
に
も
、
基
礎
教
育
の
課
程
や
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
革
が
進
め
ら
れ
、
す
べ
て
の
生
徒
の
全
人
的

な
発
達
を
目
指
し
て
、
人
間
を
根
本
と
す
る
理
念
が
唱
え
ら
れ
、

生
徒
ご
と
に
異
な
る
発
達
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
べ
き
こ
と
が
強

調
さ
れ
、
生
徒
の
個
人
差
を
尊
重
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
が
そ

の
他
大
勢
と
は
異
な
る
唯
一
の
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
世
界
各
国
の
基
礎
教
育
に
お

け
る
共
通
の
目
標
で
あ
り
、
教
育
の
発
展
に
お
け
る
共
通
の
ト

レ
ン
ド
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
目
下
の
学
校
の
道
徳
教
育
は
多
く
の
課
題
を
突
き

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
受
験
教
育
、
バ
ー
チ
ャ
ル
空

間
の
世
界
、
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
低
俗
な
文
化
、
物
の
豊
か
さ

ば
か
り
を
追
い
求
め
る
世
相
、
信
仰
心
の
欠
如
、
強
者
が
の
さ

ば
り
弱
者
が
苦
し
む
と
い
う
よ
う
な
社
会
的
な
現
実
が
挙
げ
ら

れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
社
会
問
題
は
、
青
少
年
の
教
育
に
と
っ
て

多
大
な
マ
イ
ナ
ス
要
素
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
広
く
関

心
が
も
た
れ
る
と
と
も
に
社
会
的
な
憂
慮
を
引
き
起
こ
し
て

い
る
。

　

教
育
に
携
わ
る
者
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
デ
ュ
ー
イ
や
池

田
氏
の
教
育
思
想
を
心
に
刻
み
、
青
少
年
の
道
徳
教
育
を
社
会

教
育
と
結
び
つ
け
、
社
会
問
題
を
教
材
と
し
た
り
授
業
に
取
り

込
ん
だ
り
し
つ
つ
、
こ
う
し
た
問
題
を
議
論
し
な
が
ら
解
決
を

図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
生
徒
が
、
多
元
的
で
、

複
雑
な
社
会
環
境
の
な
か
に
あ
っ
て
、
正
し
く
物
事
を
判
断
し
、

良
好
な
道
徳
的
品
性
を
涵
養
で
き
る
よ
う
導
い
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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