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教
育
の
近
代
化
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画
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豚
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教
育
の
近
代
化
を
考
え
る
場
合
。
こ
れ
を
、
三

つ
の
側
面
に
分
け
て
考
え
る
の
が
よ
い
よ
う
に
思

う
。
つ
ま
り
、
教
育
の
目
標
、
内
容
、
そ
れ
に
、

方
法
の
三
つ
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
い
か
な

る
人
間
を
つ
く
る
か
と
い
う
問
題
、
そ
の
た
め
に

は
何
を
学
ば
せ
る
か
と
い
う
問
題
、
そ
れ
を
い
か

に
学
ば
せ
る
か
の
問
題
の
三
つ
で
あ
る
。

教
育
の
目
標
の
近
代
化
と
い
う
こ
と
は
、
社
会

全
体
と
し
て
の
近
代
化
に
対
応
し
て
い
る
。
い
か

な
る
人
間
が
そ
の
社
会
で
必
要
と
さ
れ
る
か
は
、

社
会
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
変
化
す
る
か
ら
で
あ

る
。
，固
定
的
な
社
会
で
は
、
た
と
え
ば
、
読
み
書

き
そ
ろ
ば
ん
と
い
っ
た
、
何
か
固
定
し
た
内
容
を

身
に
つ
け
た
人
間
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
で
、
教
育

は
十
分
に
そ
の
機
能
を
果
し
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
変
化
の
激
し
い
現
代
社
会
で
は
、

社
会
の
変
化
に
追
い
つ
き
そ
れ
を
追
い
こ
す
柔
軟

な
適
応
性
と
創
造
性
を
も
つ
人
間
を
生
み
出
す
こ

と
が
教
育
に
要
請
さ
れ
る
に
至
る
。
教
育
の
近
代

化
は
、
こ
う、
し
た
社
会
の
要
請
の
変
化
を
読
み
と

り
、
こ
れ
を
明
確
に
定
式
化
し
、
教
育
の
現
実
の

中
に
そ
れ
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
施
さ

れ
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
ル
ー
ム
ら
の
「
教
育
日
標

の
分
類
学
」
の
試
み
は
、
こ
の
よ
つ́
な
定
式
化
の

予
備
的
手
続
き
と
も
考
え
ら
れ
る
。　
．
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教
育
の
内
容
の
近
代
化
は
、
以
上
の
目
標
の
近

代
化
に
て
ら
し
あ
わ
せ
て
、
従
来
の
教
育
内
容
の

無
駄
を
省
き
、
不
足
を
補
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は

根
本
的
に
再
編
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ

る
。
た
と
え
科
学
の
最
先
端
の
成
果
を
内
容
と
し

て
採
り
入
れ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
こ
の
意
味

で
の
真
の
近
代
化
に
は
か
な
ら
ず
し
も
結
び
つ
か

な
い
。
新
し
い
内
容
も
、
古
く
な
っ
た
目
標
の
た

め
に
利
用
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
ま
た
、

古
い
内
容
も
、
新
し
い
目
標
に
役
立
て
う
る
場
合

も
あ
り
う
る
。

教
育
の
方
法
の
近
代
化
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
方
法
の
真
の
近
代
化
は
一
日
標
と
内
容
の
近

代
化
を
現
実
化
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
新
し
い
教
育
機
器
を
導
入
し
て

も
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
、
教
育
方
法
の
真
の
近

代
化
と
は
い
え
な
い
。
方
法
の
近
代
化
は
機
器
や

教
具
に
み
ら
れ
る
単
に
表
面
的
な
新
し
さ
と
同

一

視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
新
し
い
機
器
に
よ
っ
て

作
り
出
さ
れ
た
可
能
性
の
中
か
ら
、
近
代
化
さ
れ

た
目
標
と
内
容
を
、
現
実
化
す
る
た
め
に
有
効
な

も
の
を
選
び
出
し
、
こ
れ
を
活
用
し
て
い
く
こ
と

が
、
方
法
の
真
の
近
代
化
と
呼
ぶ
に
値
す
る
。
こ

の
意
味
で
は
、
古
く
か
ら
あ
る
メ
デ
ィ
ア
の
も
っ

て
い
る
い
わ
ば
眠
れ
る
可
能
性
を
再
び
よ
び
起
し

新
し
い
目
標
と
内
容
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
も

ま
た
、
方
法
の
近
代
化
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
、
次
の
諸
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

オ

一
に
、
日
標
、内
容
、方
法
の
近
代
化
は
、
そ

れ
ぞ
れ
互
い
に
強
く
関
連
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
。

オ
ニ
に
、
単
な
る
表
面
的
な
新
し
さ
と
真
の
近
代

化
と
は
、
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

し
た
が

っ
て
、
オ
三
に
、
古
い
も
の
の
中
に
も
真

の
近
代
化

へ
の
可
能
性
を
探
る
べ
き
こ
と
、
で
あ

る
。

「
古
き
を
た
ず
ね
て
新
し
き
を
知
る
」
こ
と

も
、
教
育
の
真
の
近
代
化
の
た
め
に
必
要
な
過
程

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
以
下
、
知
的
な
側
面
、
認
知
的
側

面
の
教
育
に
話
を
限
定
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

認
知
的
な
側
面
の
教
育
が
生
み
出
す
人
間
の
典

型
と
し
て
、
二
つ
の
極
端
な
タ
イ
プ
を
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

一
方
は
、
非
常
に
数
多

く
の
特
殊
な
諸
事
実
を
よ
く
記
憶
し
て
い
る
が
、

新
し
い
場
面
へ
の
応
用
が
き
か
な
い
人
間
、
他
方

は
、
少
数
の
事
実
し
か
記
憶
し
て
い
な
い
が
、
柔

軟
に
状
況
の
変
化
に
適
応
し
て
い
け
る
人
間
、
で

あ
る
。
仮
り
に
、
前
者
を
博
覧
強
記
型
、
後
者
を

演
算
型
と
呼
ん
で
も
よ
い
。
受
容
学
習
の
目
標
と

発
見
学
習
の
日
標
と
の
対
比
は
、
極
端
に
お
し
す

す
め
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
型
の
対
比
に
ほ
ぼ
対
応
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茶
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し
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
教
育
の
理

想
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
い
側
面
を
、
兼

ね
備
え
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
で

は
、
そ
れ
は
ど
う
や
っ
て
可
能
に
な
る
か
。
両
者

の
い
わ
ば
中
庸
の
実
現
を
可
能
に
す
る
方
向
づ
け

と
し
て
提
出
さ
れ
た
の
が
、
ブ
ル
ー
ナ
ー
の

「構

造
」
の
概
念
で
あ

っ
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
各

教
科
の
構
造
は
、
各
教
科
の
特
殊
的
事
実
を
組
織

立
て
る
中
核
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
の
学

習

・
記
憶
を
た
す
け
、
そ
れ
と
と
も
に
、
新
し
い

場
面

へ
適
用
さ
れ
う
る
型
紙
と
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
新
し
い
状
況

へ
の
適
応
を
た
す
け
る
、
と
考

え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
知
的
教
育
の
内
容
と
し

て
の

「構
造
」
の
概
念
は
、
こ
う
し
一、

現
代
社

会
に
お
い
て
要
請
さ
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
知
的

人
間
に
対
応
し
て
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
彼
は
物
事
の
本
質
的
な
関
係
に
つ
い

て
理
解
し
て
お
り
、
そ
の
関
係
を
新
し
い
事
態
に

適
用
し
て
問
題
を
解
決
す
る
能
力
を
も

つ
て
お
り

細
か
い
情
報
を
す
べ
て
記
憶
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
必
要
な
情
報
は
ど
こ
で
ど
う
調
べ
れ
ば

得
ら
れ
る
か
を
知
っ
て
お
り
、
ま
た
実
際
に
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
人
間
で
あ
る
。

「構
造
」
の
教
授
＝
学
習
は
日
標
と
内
容
に
つ

い
て
は
教
育
の
近
代
化

へ
の
道
で
あ
る
、
と
い
っ
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て
よ
い
。
で
は
，
そ
の
た
め
の
教
育
方
法
の
近
代

化
の
道
は
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
人
間
の

認
識
過
程

・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
に
つ
い

て
の
見
方
を
、
検
討
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。人

間
の
認
識
過
程
の
可
能
な
基
本
的
モ
デ
ル
と

し
て
、　
マ
ッ
ケ
イ
は

一
九
五
七
年
に
次
の
二
つ
を

挙
げ
た
。　
一
方
は
、
沖
過
器
モ
デ
ル
、
他
方
は
比

較
器
モ
デ
ル
Ｌ
呼
ば
れ
る

（図
を
参
照
）
。
沖
過

器
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
外
界
か
ら
の
情
報
は
沖

過
器
に
よ
っ
て
い
わ
ば
沖
過
さ
れ
、
シ
ン
ボ
ル
に

変
換
さ
れ
、
そ
れ
に
も
Ｌ
お
い
て
決
定
が
下
さ
れ

行
動
が
と
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
惹
き
起
さ
れ
た

外
界
の
変
化
の
適
不
適
が
、
次
の
機
会
に
お
け
る

沖
過
の
仕
方
を
変
化
さ
せ
る
。
こ
の
変
化
に
よ
っ

て
、
行
動
は
次
オ
に
適
応
的
と
な

っ
て
い
く
。
他

方
、
比
較
器
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
外
界
か
ら
の

情
報
は
、
ま
ず
比
較
器
に
お
い
て
そ
れ
に
対
応
す

る
内
界
か
ら
の
情
報
、
例
え
ば
予
想
、
予
期
、
図

式
な
ど
と
い
っ
た
も
の
、
と
比
較
対
照
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の

一
致
不

一
致
の
結
果
、
外
界
に
関
す
る

認
識
が
成
立
し
、
そ
れ
に
も
と
。つ
い
て
行
動
が
と

ら
れ
、
外
界
に
お
け
る
適
応
的
活
動
が
行
な
わ
れ

る
。
沖
過
器
モ
デ
ル
は
、
認
識
活
動
を
受
動
的
な

「受
容
行
為
」
と
み
る
の
に
対
し
、
比
較
器
モ
デ

）

ル
は
能
動
的

「
反
応
行
為
」
と
し
て
見
て
い
る
、

と
い
う
ち
が
い
が
あ
る
。
認
識
に
関
す
る
こ
の
二

つ
の
モ
デ
ル
の
対
比
は
、
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
方

面
で
活
用
さ
れ
、
ま
た
、
発
展
さ
せ
ら
れ
た
。
代

表
的
な
例
だ
け
を
挙
げ
て
み
て
も
、
レ
オ
ン
チ
エ

フ
の
音
の
高
低
の
認
知
機
制
に
関
す
る
研
究

（
松

野
訳

「認
識
の
心
理
学
」
世
界
書
院
）
、
ス
テ
イ

ー
ブ
ン
ス
と

ハ
レ
の
言
語
認
知
の
モ
デ
ル
、
ベ
ル

ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
随
意
運
動
の
機
制
に
つ
い
て
の

モ
デ
ル
、
そ
の
他
パ
タ
ー
ン
認
知
に
関
す
る
多
数

の
モ
デ
ル
が
あ
る
。
さ
て
、　
マ
ッ
ケ
イ
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
認
識
の
対
象
に
何
ら
か
の
規
則

性
、
構
造
、
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
場
合
に
は
、
比
較

器
モ
デ
ル
に
従
が
う
機
構
の
方
が
よ
り
能
率
的
に

認
識
し
適
応
で
き
る
。
単
純
な
も
の
の
認
識
の
場

合
に
は
沖
過
器
モ
デ
ル
で
片
が

つ
く
と
し
て
も
、

パ
タ
ー
ン
を
も

つ
た
複
雑
な
も
の
の
認
識
に
つ
い

て
は
、
比
較
器
モ
デ
ル
が
採
用
さ
れ
る
傾
向
が
強

く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
こ
の
た
め
で

あ
る
。
定
位
反
応
と
呼
ば
れ
る
新
奇
な
も
の
へ
の

反
応
は
、
予
想
と
現
実
の

一
致
不

一
致
に
も
と

づ

い
て
、
認
識
が
行
な
わ
れ
る
と
す
る
比
較
器
モ
デ

ル
の
構
想
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
く
説
明
さ
れ
る
。

「新
奇
性
」
そ
の
も
の
が
そ
も
そ
も
、
古
い
も
の

従
来
の
も
の
と
新
し
い
も
の
と
の
比
較
と
い
う
こ

と
な
し
に
は
、
考
え
ら
れ
な
い
概
念
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、
よ
り
高
等
な
認
識
過
程
に
つ
い

て
は
、
心
理
学
の
新
し
い
方
向
づ
け
に
よ
っ
て
、

比
較
器
モ
デ
ル
が
よ
り
適
切
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
に
至

っ
て
い
る
。
ベ
ル
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
も

い
う
よ
う
に
、
沖
過
器
モ
デ
ル
に
も
と
づ
く

「反

射
孤
」
の
概
念
は
、
比
較
器
モ
デ
ル
に
も
と
づ
く

「反
射
ル
ー
プ
」
の
概
念
の
オ

一
次
近
似
で
あ
る

と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
直
接
的
な
事
物
の
認
識
の
機
制
ば

か
り
で
な
し
に
、
個
体
と
個
体
と
の
間
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
二
つ
の
構

想
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
言
語
の
認

知
と
生
成
の
モ
デ
ル
は
、
そ
の
ま
ま
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
状
況
に
お
け
る
受
け
手
と
送
り
手
の
モ

デ
ル
に
な

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
た

と
え
ば
、
六
三
年
の
視
聴
覚
教
育
の
新
し
い
定
義

で
は
、　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
場
面
を
分
析
す
る

の
に
、
沖
過
器
モ
デ
ル
と
軌
を

一
に
す
る
、
刺
激

＝
反
応
の
図
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
複

雑
な
も
の
の
認
識
が
比
較
器
の
機
制
に
よ
ら
な
け

れ
ば
成
立
し
に
く
い
の
と
同
様
、
複
雑
な
情
報
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
た
、
送
り
手
と
受
け

手
の
双
方
が
比
較
器
の
機
制
を
用
い
て
行
な
わ
な

け
れ
ば
成
立
し
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
さ
て
、
以
上
、
認
識
過
程
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
過
程
の
機
制
に
つ
い
て
、
二
つ
の
モ
デ

ル
を
対
比
さ
せ
て
み
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
構
想
の
い
ず
れ
を
採
用
す
る
か
は
、
教
授

＝
学
習
過
程
を
考
え
る
上
で
大
き
な
ち
が
い
を
生

ん
で
く
る
。
こ
こ
で
は
、
比
較
器
モ
デ
ル
に
近
い

立
場
を
と
る
二
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
認
識
過
程
を
中
心
に
教
授
＝
学
習
過
程

を
考
え
て
い
る
も
の
に
、
板
倉
聖
宣
氏
の

「
仮
説

実
験
授
業
」
の
考
え
方
が
あ
る
。
実
験
に
先
立
つ

予
想

・
仮
説
を
重
ん
じ
る
点
、
そ
の
仮
説
と
実
験

の
結
果
と
の
対
決
、
比
較
対
照
を
通
し
て
認
識
が

成
立
す
る
と
す
る
点
、
ま
さ
に
比
較
器
モ
デ
ル
の

考
え
方
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
教
師
と
生

が過器モデル :`受容行為としての認識

比較器モデル :反応行為としての認識

シ
ン
ポ
ル
表
現

誤差信号
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の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
を
中
心
に

教
授
＝
学
習
過
程
を
考
え
て
、
同
様
の
方
向
づ
け

を
とヽ

っ
て
い
る
も
の
に
、
オ
ー
ス
ベ
ル
の
有
意
味

的
受
容
学
習
の
考
え
方
が
あ
る
。
オ
ー
ス
ベ
ル
は

次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る

「学
習
を
左
右
す
る
単

一
の
要
因
で
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
は
、
学
習
者

が
す
で
に
知

っ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
」
と
。
オ
ー

ス
ベ
ル
が
提
唱
し
た

「先
行
オ
ル
グ
」
と
は
「
新

し
い
学
習
内
容
を
学
習
者
に
と
っ
て
既
知
の
内
容

に
結
び
つ
け
る
た
め
の
、
い
わ
ば
触
媒
の
役
割
を

果
た
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

・こ
の
よ
う
に
、
現
在
で
は
人
間
の
認
識
過
程
、

マ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
に
つ
い
て
は
、
比
較

器
モ
デ
ル
的
構
想
が
次
オ
に
勢
力
を
増
し
つ
つ
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
示
唆
さ
れ
る
教
育
方

法
の
近
代
化
の
道
は
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
か
。

近
代
化
の
重
要
な

一
つ
の
道
は
、
新
し
い
種
類

の
教
材
映
画
の
開
発
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
わ
た
く
し
は
考
え
る
。

新
し
い
種
類
の
教
材
映
画
は
、
そ
の
新
し
さ
を

機
器
の
新
し
さ
に
で
は
な
く
、
そ
の
教
育
目
標
と

内
容
の
新
し
さ
に
、
そ
し

、́

そ
の
提
示
の
方
法

の
新
し
さ
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
育
の
近
代
化
の
一
つ
が

「構
造
」
の
教
授
＝

学
習
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
教
材
映
画
は
、
そ
の
中

で
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
う
る
か
。
人
間
の
認

識
ど
コ
ミ
ュ
■
ケ
ー
シ
ヨ
ン
過
程
が
比
較
器
モ
デ

ル
に
従
う
も
の
Ｌ
す
れ
ば
、
教
材
映
画
は
い
か
に

構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
？

ピ
殴
画
は
，　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ン
コ
ン
の
メ
デ
ィ
ァ

で
あ
る
と
と
も
に
、　
マ
ル
セ
ル
・
マ
ル
タ
．ン
も…
い
　
の
こ
と
ば
は
、
こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
。
す
な
わ
　
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
　
　
　
，　
　
．

．
‐
‐

う
よ
う
に

「オ
ニ
次
的
認
識
」
を
成
立
さ
せ
る
メ
　
ち
、

「相
つ
ぐ
画
面
に
よ
る
モ
ン
タ
ー
ジ

ユ
は
、　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
映
画
言
語
、
と
り
わ
け
モ
ン
タ
，

デ
イ
ア
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
映
画
理
論
に
　
相
い
つ
ぐ
注
意
力
の
動
き
に
よ
る
流
暢
な
認
識
に
　
―
ジ

ュ
の
中
に
は
、
心
理
学
で
問
題
と
さ
れ
て
い

は
、
必
ず
人
間
の
認
識
過
程
に
関
す
る

一
定
の
心
　
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
日
で
見
る
　
る
比
較
器
モ
デ
ル
の
考
え
方
が
、
観
客
の
心
理
に

理
学
的
見
解
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
　
事
柄
に
つ
い
て
は
、
引
き
つ
づ
き
統

一
あ
る
視
覚

　
つ
い
て
の
考
察
と
い
う
段
階
で
、
す
で
に
深
く
入

か
も
興
味
深
い
の
は
、
そ
こ
に
比
較
器
モ
デ
ル
の
　
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
が
、
そ
れ
　
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

考
え
方
が
す
で
に
見
ら
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
わ
れ
わ
れ
の
精
神
が
、
対
象
か
ら
つ
ぎ
つ
ぎ
に
　
　
認
識
過
程
に
つ
い
て
の
、

「新
し
い
」
考
え
方
・‥

「
モ
ン
タ
ー
ジ

ユ
」
の
概
念
を
考
え
て
み
よ
う
。　
　
目
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
の
像
を
構
成
す
る
　
は
、
映
画
理
論
に
お
い
て
は
、
た
と
え
精
密
さ
は

エ
イ
ゼ
ン
シ
ユ
テ
イ
ン
は
い
つ
て
い
る

「
モ
ン
　
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
巧
く
で
き
て
い
　
欠
け
る
と
し
て
も
言
す
で
に
早
く
か
ら
広
く
認
め

タ
ー
ジ

ュ
は
映
像
の
衝
突
で
あ
り
、
こ
の
衝
突
か
　
る
モ
ン
タ
ー
ジ

ユ
に
お
い
て
は
、
相
い
つ
ぐ
画
面
　
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
道
は
す
で

ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
概
念
が
と
び
だ
し
て
く
る
　
は
無
意
識
の
う
ち
に
通
り
す
ぎ
て
し
ま
う
。
そ
れ
　
に
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
だ
」

（
ア
リ
ス
タ
ル
コ
・
映
画
理
論
史

。
み
す
　
は

一
連
の
場
面
が
平
常
の
注
意
力
の
動
き
と
同
じ
　

　

「構
造
」
の
教
授
＝
学
習
の
た
め
の
教
材
映
画

ず
、
Ｐ

一
五
九
）

「衝
突
」
の
概
念
は
、
彼
に
あ
　
よ
う
に
結
合
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
観
客
が
　
に
と
っ
て
、
と
り
わ
け
興
味
深
い
と
思
わ
れ
る
映

っ
て
は

「あ
ら
ゆ
る
芸
術
作
品
…
…
の
存
在
を
規
　
現
実
の
認
識
と
の
間
に
、
差
異
を
感
ず
か
な
い
よ
　

画ヽ
技
法
は
、
い
わ
ゆ
る
、

「思
想
的
モ
ン
タ
ー
ジ
　
ヽ

定
す
る
基
本
原
理
で
あ
る
」

（
エ
イ
ゼ
ン
シ
ユ
テ
　
う
な
全
体
と
し
て
の
表
現
を
構
成
す
る
か
ら
で
あ
　

ュ
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
平
行
関
係
を
表
わ
す
モ

イ
ン
・
映
画
の
弁
証
法

・
角
川

・
Ｐ

一
〇
七
）
。　
　
る
」

（
マ
ル
タ
ン
・
映
画
言
語

。
み
み
ず
Ｐ

一
〇
　
ン
タ
ー
ジ

ユ
で
あ
る
。
画
面
は
、
科
学
的
に
直
接

ま
た

「
モ
ン
タ
ー
ジ

ユ
は
た
が
い
に
独
立
の
シ
ョ
　

一こ

。
喜
劇
に
つ
い
て
の
分
析
も
、　
マ
ル
タ
ン
の
　
的
に
説
明
で
き
る
物
質
的
な
関
係
に
も
と
づ
い
て

ッ
ト
の
衝
突
か
ら
生
ず
る
意
識
内
容
で
あ
り
、

シ
　
映
画
的
観
点
か
ら
の
分
析
と
、
フ
ア
イ
ゲ
ン
ベ
ル
　

つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
画
面
と
画
面

ョ
ッ
ト
は
た
が
い
に
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
　
ク
の
心
理
学
的
観
点
か
ら
の
分
析
と
は
ま
っ
た
く
　
の
接
合
は
観
客
の
頭
の
中
で
行
な
わ
れ
る
。
心
理

れ
は
、
い
わ
ば

『劇
的
』
な
原
理
で
あ
る
」
と
も
　
同
じ
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

マ
ル
タ
ン
は
い
つ
て
　
学
者
ピ
ア
ジ

エ
の
言
葉
で
い
え
ば
、
因
果
性
に
よ

い
っ
て
い
る
。
シ
ョ
ッ
ト
と
シ
ョ
ツ
ト
の
衝
突
は
　
い
る

「映
画
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
喜
劇
の
も

っ
　

っ
て
で
は
な
く
含
蓄
性
に
よ
っ
て
画
面
と
画
面
が

時
間
的
芸
術
で
あ
る
映
画
に
あ

っ
て
は
、
具
体
的
　
と
も
純
粋
な
根
源
は
モ
ン
タ
ー
ジ

ユ
に
あ
る
。
…
　
結
び
あ
わ
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
映
画

に
は
各
シ
ョ
ッ
ト
が
時
間
的
に
前
後
し
て
与
え
ら
　
・…
‥
喜
劇
の
効
果
は
、
ま
ず
前
の
画
面
か
ら
期
待
　
は

「思
考
の
傍
き
を
う
な
が
す
こ
と
の
で
き
る
唯

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
間
　
で
き
な
い
も
の
が
現
わ
れ
、
そ
の
内
容
が
予
期
し
　

一
の
具
体
的
な
芸
術
で
あ
る
。
」

（
ア
リ
ス
タ
ル

的
に
前
後
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
後
か
ら
与
え
ら
　
た
ほ
ど
高
ま
っ
て
い
な
い
で
、
い
さ
さ
か
物
足
リ
　
コ
・
Ｐ

一
六
〇
）

「構
造
的
」
な
思
考
は
、
思
想

れ
る
も
の
が
、
前
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
瞬
間
的
　
な
い
と
い
っ
た
種
類
の
期
待
は
ず
れ
の
驚
き
に
由
　
的
モ
ン
タ
ー
ジ

ユ
に
よ
っ
て
、
画
面
と
画
面
を
連

に
せ
よ
比
較
さ
れ
て
認
識
さ
れ
受
容
さ
れ
る
、
と
　
来
す
る
も
の
で
あ
る
」

（
Ｐ

一
一
六
）
“
フ
ァ
イ
　
続
化
し
、
あ
る
い
は
、
連
続
性
を
破
壊
す
る
こ
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
て
、
モ
ン
タ
ー
　
ゲ
ン
ベ
ル
ク
は
、
ま
た
、
喜
劇
の
感
情
と
笑
い
の
　
に
よ
っ
て
促
が
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ジ

ュ
の
考
え
は
、
そ
の
背
景
に
、
認
識
過
程
に
関
　
反
応
が
起
る
た
め
の
決
定
的
な
瞬
間
は
、

「
現
実
　
　
ンン
」
で
登
場
す
る
の
が

「
モ
デ
ル
」
の
概
念
で

す
る
比
較
器
モ
デ
ル
的
な
構
想
を
も
つ
て
い
る
こ
　

の
状
況
と
聴
き
手
あ
る
い
は
観
手
が
過
去
の
経
験
　
あ
る
。

「教
材
映
画
と
モ
デ
ル
化
」
に
つ
い
て
は

と
が
明
ら
か
と
な
る
。
モ
ン
タ
ー
ジ

ユ
に
つ
い
て
　
に
も
と
づ
い
て
、
も

っ
と
も
確
か
ら
し
い
と
予
測
　
五
年
ほ
ど
前
す
で
に
本
誌
に
お
い
て
論
じ
て
お
い

マ
ル
タ
ン
が
引
用
し
て
い
る
シ
ヤ
ル
テ
イ
エ
の
次
　
し
た
状
況
と
の
間
に
く
い
ち
が
い
が
存
在
す
る
時
　
た

（
本
誌

一
九
六
四
年
二
月
号
）
。
モ
デ
ル
と
は
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オ
リ
ジ
ナ
ル
の
写
像
で
あ
つ
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

要
素

・
部
分
間
の
関
係
を
保
持
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
へ̈
こ
の
関
係
の
保
持
と
い
う
点
に
、

「構
造

的

』
思
考
を
促
が
す
契
機
が
み
ら
れ
る
。
モ
デ
ル

は
ぅ
具
体
と
抽
象
の
中
間
に
位
置
す
る
と
さ
れ
て

い
る
（）
こ
の
こ
と
か
ら
、
抽
象
を
具
体
化
す
る
た

め
に
も
、
具
体
を
抽
象
化
す
る
た
め
に
も
、
有
効

性
を
発
揮
し
ラ
る
。
ま
た
、
あ
る
未
知
の
対
象
の

構
造
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
要
素
あ
る
い
は
部
分
間

の
関
係
を
理
解
下
せ
る
た
め
に
、
そ
れ
と
同
じ
構

造
を
も
つ
既
知
の
対
象
を
モ
デ
ル
と
し
て
用
い
る

手
与
も
で
き
る
一
モ
デ
ル
は
こ
の
場
合
、
オ
ー
ス

ベ
ル
の
い
う
Ｐ
九
行
オ
ル
グ
」
に
な
る
の
で
あ
る
。

諸
科
学
に
お
け
る
モ
デ
′レ
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
モ
デ

′レ
は
躊
造
の
類
似
性
に
よ
っ
て
物
質
的

な
つ
な
が
り
の
な
い
も
の
同
志
を
関
連
づ
け
る
の

に
も
役
立
つ
。
諸
科
学
に
お
け
る
モ
デ
ル
は
、
科

学
的
認
識
に
お
け
る

「
い
わ
ば
思
想
的
モ
ン
タ
ー

ジ

ュ
」
な
の
で
あ
る
。
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
や

シ
ス
テ
ム
エ
学
な
ど

「新
し
い
」
科
学
が
こ
の
意

味
で
の
モ
デ
ル
を
馳
使
し
て
物
質
的
に
は
直
接
に

つ
な
が
り
の
な
い
き
ま
ざ
ま
な
糸
を
統

一
的
に
、

構
造
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
こ
と

も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

で
は
、
教
材
映
画
に
お
い
て
、
モ
デ
ル
化
に
よ

る
思
想
的
モ
ン
タ
ー
ジ

ユ
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な

も
の
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
基
本
的
に
は
二
つ
の

方
向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
オ

一
は
、
抽
象

的
な
構
造
を
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
具
体
化
し
た
り
、

親
近
化
し
た
り
す
る
方
向
，
オ
ニ
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
、
あ
る
い
は
教
科
の
内
容
に
み
ら
れ
る
共

通
の
構
造
を
モ
デ
ル
に
よ
り
統
合
化
し
た
リ
ド
関

）

連
づ
け
た
り
す
る
方
向
で
あ
る
。

具
体
例
を
い
く
つ
か
考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
オ

一
の
抽
象
的
構
造
の
モ
デ
ル
化
と
し
て

は
、
以
前
に
も
述
べ
た
通
り
数
学
的
構
造
の
規
近

化
、
具
体
化
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え

ば
、
群
論
に
お
け
る
構
造
は
、
具
体
群
を
映
像
化

す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
し
て
具
体
群
同
志
を
互
い

に
モ
デ
ル
と
し
て
用
い
て
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
を
構
成

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
し
や
す
く
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
よ
・乳

た
と
え
ば
、
稲
葉
著

「
群
論

入
門
」

（
培
風
館
）
と
か
、
バ
ー
ン
サ
イ
ド
の
群

論
な
ど
は
そ
の
よ
う
な
具
体
例
が
豊
富
で
あ
り
、

そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
映
像
化
が
可
能
で
は
な
い
か

と
さ
え
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
、
ホ
ー
ン

著
の

「ブ
ー
ル
代
数
」
と
い
う
本
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
集
合
論
、
プ
ー
ル
代
数
、
命
題
計
算
の
三
つ

の
平
行
関
係
を
う
ま
く
つ
か
い
、
リ
レ
ー
回
路
な

ど
を
モ
デ
ル
と
し
て
用
い
て
、
た
い
へ
ん
学
び
や

す
く
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な

内
容
の
映
像
化
に
成
功
す
れ
ば
、　
一
石
三
鳥
の
非

常
に
能
率
的
な
学
習
が
可
能
に
な
ろ
う
。
思
想
的

モ
ン
タ
ー
ジ

ユ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
十
分
可
能
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
数
学
教
材
映
画
に
モ
デ
ル
を

用
い
る
こ
と
は
、
モ
デ
ル
の
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し

い
使
い
方
の

一
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら

ウ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば

「数
学
は
想
像
で
き
る
限
り

で
も
っ
と
も
巨
大
な
隠
愉
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
オ
ニ
の
方
向
、　
つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

系
の
間
の
モ
デ
ル
に
よ
る
統
合
化
、
あ
る
い
は
、

相
互
の
モ
デ
ル
化
の
可
能
な
い
く
つ
か
の
例
を
考

え
て
み
よ
う
。

ま
ず
、　
ロ
ゲ
ル
ギ
ス
ト
に
よ
る

「物
理
の
散
歩

）

道
」

（
岩
波
）
に
は
、
モ
デ
ル
的
思
考
に
も
と
。つ

く
興
味
深
い
話
題
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、
水
の
流
れ
、
人
の
流
れ
、　
ハ
イ
ウ
エ
イ
の
車

の
流
れ
、
貨
幣
の
流
れ
、
教
育
制
度
を
通
過
す
る

人
の
流
れ
な
ど
い
く
つ
か
の
流
れ
の
共
通
の
構
造

を
論
じ
る
な
ど
。
ま
た

「流
れ
学
」
も
モ
デ
ル
的

思
考
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
系
の
統
合
化
の

一
例
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
高
橋
著

「
工
学
の
創
造
的

学
習
法
」

（
オ
ー
ム
社
）
に
も
、
非
常
に
興
味
深

い
実
例
が
多
数
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
呼
ば
れ
る
、
さ
ま
ざ
ま

な
系
の
間
の
構
造
的
対
応
も
、
思
想
的
モ
ン
タ
ー

ジ

ュ
を
教
材
映
画
で
活
用
す
る
好
個
の
材
料
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
水
流
系
、
電
流
系
、
力
学
系

回
転
系
、
濃
度
系
、
温
度
系
な
ど
の
間
に
み
ら
れ

る
構
造
的
な
対
応
関
係
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。　
一

つ
の
系
の
構
造
に
つ
い
て
の
学
習
が
十
分
に
な
さ

れ
れ
ば
、
他
の
系
の
構
造
に
つ
い
て
の
学
習
は
、

教
材
映
画
に
よ
っ
て
短
時
間
に

一
挙
に
な
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
も
夢
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
う

一
つ
例
を
あ
げ
よ
う
。
そ
れ
は
、
表
現
と

表
現
さ
れ
た
も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
、
い
く

つ
か
の
具
体
的
モ
デ
ル
で
あ
る
。
言
語
と
思
考
、

言
語
と
行
動
、
貨
幣
と
価
値
、
絵
画
と
そ
の
モ
デ

ル
、
事
実
と
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
記
事
、
な
ど
な
ど
、

「表
現
の
弁
証
法
」
は
、
具
体
的
な
モ
デ
ル
に
よ

っ
て
、
あ
る
い
は
、
相
互
的
な
モ
デ
ル
化
に
よ
っ

て
、
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
行
く
と
、　
エ
イ
ゼ
ン
シ

ユ
タ
イ
ン
の
夢
で
あ

っ
た
資
本
論
の
映
画
化
も
、

モ
デ
ル
化
に
よ
る
知
的
映
画
と
し
て
可
能
に
な
ら

な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
夢
想
も
浮
ん
で
く
る
。

「観
念
の
具
象
化
」
は
モ
デ
ル
化
に
よ
る
思
想
的

モ
ン
タ
ー
ジ

ユ
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か́
。

い
や
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
、
さ
ら
に
、
こ

の
よ
う
に
し
て
構
造
的
思
考
を
促
が
す
映
画
が
作

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
一、

単
に
特
定
の
い
く
つ
か

の

「構
造
」
が
教
授
＝
学
習
さ
れ
る
だ
け
で
は
な

く
、
ひ
い
て
は
、
構
造
的
思
考
そ
の
も
の
が
、
そ

の
よ
う
な
映
画
に
よ
っ
て
教
授
＝
学
習
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
教
材
映
画
は

そ
の
よ
う
な
点
を
も
日
標
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
の
目
ざ
す
の
は
、
単
に
特
定
の
構
造
に

つ
い
て
知
っ
て
い
る
人
間
で
は
な
く
て
、
構
造
的

に
思
考
で
き
る
人
間
な
の
で
あ
る
か
ら
。

教
育
の
近
代
化
は
、
単
に
コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
ー
を

と
り
入
れ
る
な
ど
と
い
う
技
術
的
な
接
近
だ
け
で

は
達
成
さ
れ
な
い
。
教
育
目
標
の
近
代
化
、
そ
れ

に
伴
な
う
内
容
と
方
法
の
近
代
化
が
あ

っ
て
、
は

じ
め
て
真
の
近
代
化
が
可
能
に
な
る
と
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は

「構
造
的
思
考
」
を

教
育
に
お
け
る
目
標
の

一
つ
の
近
代
化
と
し
て
と

ら
え
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
内
容
と
方
法
を

「構
造
」
と
そ
の
映
画
に
よ
る
モ
デ
ル
化
に
求
め

て
み
た
。
と
も
に
人
間
の
認
識
過
程
に
つ
い
て
の

比
較
器
モ
デ
ル
の
構
想
に
も
と
づ
け
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
れ
ら
の
内
在
的
な
関
連
を
示
そ
う
と
試
み

た
。
教
材
映
画
に
お
け
る
モ
デ
ル
と
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
の
駆
使
、
こ
の
よ
う
な

一
見
古
い
考
え
の
中
に

意
外
に
近
代
化

へ
の
新
し
い
道
が
か
く
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
材
映
画
の
前
に
は

広
大
な
未
開
拓
の
分
野
が
開
か
れ
て
い
る
、
と
考

えヽ
一０
。
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