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耕
馴
教
育

に
お
け
る
「見
る
」
と
「見
え
る
」

東
京
大
学
教
授
　
士
ロ

田

土早

宏
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第
二
八
回

（平
成
四
年
度
）
全
国
視
聴
覚
教
育
研
究
大
会
報
告

。
１

た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た

吉
田
章
宏
で
す
。
私
は

「授
業
の
現
象

学
的
心
理
学
」
を
目
指
し
て
い
る
研
究

者
で
す
。
私
が
視
聴
覚
教
育
と
の
関
わ

り
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
は
二

五
歳
の
時
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
二
十
数

年
経
て
お
り
ま
す
の
で
、
視
聴
覚
教
育

と
の
ご
縁
は
た
い
へ
ん
深
い
と
感
じ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
私
は

「映
画
大
好
き

人
間
」
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
教
育
と
授
業
に
お
け
る

「見
る
」
と

「見
え
る
」
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
語
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
と

「人
間
の
教
育
」

私
の
学
ん
で
参
り
ま
し
た
心
理
学
の

分
野
で
は
、
人
間
の
教
育
を
考
え
る
の

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
モ
デ
ル
を
使

っ
て
考

え
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く
し
ま
す
。
た

と
え
ば
、
今
日
の
流
行
は
、
ご
存
じ
の

よ
う
に
、　
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
に
関
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
知
見
を
、
人
間
の
教
育
に
適

用
し
、
人
間
の
教
育
に
つ
い
て
考
え
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
、

新
し
い
見
方
が
生
ま
れ
、
た
い
へ
ん
興

味
深
い
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
「情

報
処
理
能
力
」
と
い
う
考
え
方
は
そ
こ

か
ら
生
ま
れ
て
来
ま
し
た
。
し
か
し
、

私
は
、
「人
間
の
教
育
」
を
考
え
る
に

は
、
や
は
り
、
人
間
と
は
い
か
な
る
存

在
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
考

だ
け
で
は
な
く
、
「人
間
は
実
存
す
る
」

の
だ
と
し
た
哲
学
者

ハ
イ
デ
ガ
ー
な
ど

に
よ
る
、
人
間
に
つ
い
て
の
見
方
が
あ

り
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
の
人
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ

が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
世
界
の
内
に
独

自
の
仕
方
で
生
き
て
お
り
、
そ
し
て
、

掛
け
替
え
の
な
い
存
在
で
す
。　
一
人
ひ

と
り
は
、
生
ま
れ
て
こ
の
か
た
、
そ
れ

ぞ
れ
こ
の
広
い
宇
宙
で
唯

一
無

二
の
独

自
な
歴
史
を
生
き
て
来
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
物
事
に
対
し
て
は
意
味
を
感
じ
、

自
ら
意
味
を
見
い
だ
し
ま
す
。
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
が
、
希
望
や
理
想
を
抱
き
、

夢
を
持
ち
、
夢
を
見
ま
す
。
そ
の
理
想

や
夢
を
実
現
し
よ
う
と
努
め
も
し
ま
す
。

そ
う
し
た
こ
と
が
人
間
の
独
自
な
在
り

方
で
す
。
物
で
あ
る
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
に

は
、
ど
れ
ほ
ど
進
歩
し
た
と
し
て
も
、

人
間
と
同
じ
よ
う
な
在
り
方
を
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
す
ね
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
人
間
の
教

育
を
考
え
る
上
で
は
、
人
間
の
独
自
な

在
り
方
を
ど
う
と
ら
え
、
人
間
の
可
能

性
を
ど
の
よ
う
に
十
分
に
豊
か
に
実
現

す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
考

え
を
深
め
る
こ
と
が
、
非
常
に
大
事
な

こ
と
に
な

っ
て
来
ま
す
。
そ
の
た
め
に

は
、　
一
つ
に
は

「人
間
が
実
存
す
る
」

と
い
う
こ
と
の
意
味
の
理
解
を
深
め
て

行
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

人
間
の
豊
か
な
在
り
方
の
理
解
と
、
そ

の
よ
う
な
在
り
方
を
実
現
す
る
道
に
つ

い
て
の
理
解
を
、
さ
ら
に
深
め
て
行
か

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

フ
ラ
ン
ツ

・
カ
フ
カ
に
、
「
石
こ
ろ

が
丘
を
転
げ
落
ち
る
の
は
何
故
か
を
理

解
す
る
に
は
、
頂
上
で
そ
れ
が
占
め
て

い
た
場
所
か
ら
そ
れ
を
解
き
放

っ
た
力

は
何
で
あ

っ
た
か
を
見

つ
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
人
が
そ
の
同
じ

丘
を
登
る
の
は
何
故
か
を
分
か
る
に
は
、

そ
の
人
が
丘
の
頂
上
に
あ
る
何
を
求
め

て
い
る
の
か
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
「人
間
が
実
存
す
る
」
と

い
う

こ
と
を
具
体
的
に
比
喩
的
に
表
現
し
た

言
葉
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
石
こ

の こ 尽 ¬ と え
糸 こ く 人 思 を
口 で す 間 う 深
と は こ と の め
し そ と は で て
た の な 何 す 行
い ご ど か

゛
か

と く 到
Lい

な
思 一 底 に う く
い 端 で つ ま て
ま に き い で は
す 触 ま て も な°

れ せ
｀

な ら
て ん 語 く な

人
間
は
実
存
す
る

「人
間
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と

と
、
「物
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
、

こ
の
ふ
た
つ
の
間
の
根
本
的
な
差
異
は

何
で
し
ょ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
人

間
が
存
在
し
て
い
る
、
生
き
て
い
る
、

働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
た
と
え

ば
、
物
で
あ

り
道
具
で
あ
る

コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
が
存
在
し
て
い
る
、
・働
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
と
の
根
本
的
な
違
い

は
何
で
し
ょ
う
か
。
物
事

・
事
物
が

「存
在
す
る
」
と
言
う
の
と
同
様
に
、

人
間
に
つ
い
て
も

「存
在
す
る
」
と
言

う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
物
事

・
事
物
の
在
り
方
か
ら
根
本
的
に
区
別

さ
れ
る
、
人
間
の
独
自
な
在
り
方
に
注

目
し
て
、
単
に

「人
間
は
存
在
す
る
」

第
三
八
回
を
迎
え
た
全
国
視
聴
覚
教
育
研
究
大
会
―
山
口
大
会
―
は
、
去
る

一
〇
月
二
二
日

・′
二
三
日
の
二
日
間
、
山
口
県
教
育
会
館
を
主
会
場
と
し
て

「生
涯
学
習
を
推
進
す
る
た
め
に
、
教
育
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
、
視
聴
覚
セ
ン

タ
ー

・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
あ
り
方
を
考
え
る
「
を
主
題
に
、
延
九
七
七
名
の

参
加
を
得
て
開
催
さ
れ
た
。
本
稿
は
大
会
第

一
月
開
会
式
に
続
い
て
行
わ
れ

た
特
別
講
演
の
記
録
で
、
吉
田
先
生
の
ご
校
閲
を
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。



ろ
は
一丘
を
自
然
に
こ
ろ
げ
落
ち
る
。
と

こ
ろ
が
、
人
間
は
丘
を
登
っ
て
行
く
。

そ
の
登
ち
で
行
く
人
は
丘
の
上
に
、
あ

る
い
は
丘
に
登
る
と
い
う
こ
と
に
、
何

ら
か
の
意
味
を
見
い
だ
ｔ
、
そ
れ
を
求

め
て
い
る
か
ら
こ
そ
な
の
で
す
。
そ
の

意
味
を
分
か
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
何
故
、

そ
の
人
が
丘
を
登
る
の
か
が
分
か
る
の

で
す
。
こ
れ
に
対
ｔ
て
、
物
で
あ
る
石

こ
ろ
は
、
そ
の
よ
う
な
在
り
方
は
し
て

い
な
い
わ
け
で
す
。

同
様
に
、
「私
達
は
物
語
を
語
る
人
、

夢
見
る
人
、
知
覚
す
る
人
、
そ
し
て
、

も
ろ
も
ろ
の
意
味
を
創
造
す
る
人
で

す
」
（Ｅ

・
キ
ー
ン
著

『現
象
学
的
心

理
学
』
東
京
大
学
出
版
会
ｉ
ｉ
ペ
ト

ジ
）
、
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
考

え
て
み
ま
す
と
、
人
間
の
一
生
は
、
想

起
、
記
憶
、
回
想
、
悔
恨
、
追
憶
、
追

想
と
か
、
あ
る
い
は
、
喜
怒
哀
楽
と
か
、

さ
ら
に
は
、
夢
、
夢
想
、
妄
想
、
予
期
、

希
望
、
失
望
、
幻
滅
、
絶
望
な
ど
の
経

験
に
満
た
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
間
と
は

そ
う
し
た
こ
と
を
経
験
す
る
こ
と
が
で

き
る
存
在
で
す
。
人
間
が
そ
の
よ
う
な

在
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
を
「実
存
す

る
」
と
言
う
わ
け
で
す
ね
。

し
か
も
、
理
想
、
希
望
、
夢
と
か
、

幻
滅
、
失
望
、
絶
望
に
満
た
さ
れ
た
人

間
の

一
生
と
い
う
も
の
は
時
間
的
に
は

極
め
て
限
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
私
も
六

〇
歳
に
近
く
な

っ
た
も
の
で
す
か
ら
、

自
分
が
死
ぬ
時
の
こ
と
を
考
え
、
そ
し

て
、
死
ぬ
ま
で
の
生
き
て
い
る
時
間
を

大
切
に
し
な
く
て
は
と
感
じ
ま
す
し
、

ま
た
、
大
切
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら

よ
い
か
を
考
え
た
り
も
し
ま
す
。

教
育
は
人
の
生
を
豊
か
に
す
る

教
育
と
は
、
そ
の
よ
う
に
限
ら
れ
た

ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
生
、
そ
の
限
ら
れ

た

一
生
の
時
間
を
、
そ
し
て
、
そ
の
中

で

一
人
ひ
と
り
が
生
き
る
経
験
を
で
き

る
限
り
豊
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
、

一
人
ひ
と
り
が
生
き
る
世
界
を
さ
ら
に

豊
か
に
す
る
た
め
に
、
生
み
出
さ
れ
、

考
え
出
さ
れ
、
営
ま
れ
て
来
た
す
ば
ら

し
い
営
み
で
あ
る
。
私
は
そ
う
考
え
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「生
き
ら
れ
た
世
界
」
、
つ
ま
り
、　
一

人
ひ
と
り
が
生
き
て
い
る
世
界
と
い
う

も
の
は
、　
一
人
ひ
と
り
異
な
る
わ
け
で

す
ね
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生
き
て

来
た
過
去
の
歴
史
が
異
な
る
し
、
希
望

し
て
目
指
す
未
来
が
異
な
る
し
、
現
在

の
在
り
方
が
既
に
互
い
に
異
な
る
か
ら

で
す
。
し
た
が

っ
て
、
た
と
え
ば
、
同

じ
事
物
を
見
て
も
、
人
そ
れ
ぞ
れ
が

違

っ
た
見
方
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ

る
わ
け
で
す
。
人
間
は
、
自
分
と
は
異

な
る
見
方
を
す
る
多
様
な
他
者
の
見
方

を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
多
様
な

見
方
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
、
自
ら
の

見
方
を
次
第
に
豊
か
に
し
て
行
き
、
自

（

分
を
豊
か
に
し
て
行
く
、
そ
し
て
、
自

ら
の

「生
き
ら
れ
た
世
界
」
を
豊
か
に

し
て
行
く
。
教
育
は
そ
の
た
め
に
歩
む

道
の
中
心
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
視
聴
覚
教
育
は
ま
さ
に
そ
の

こ
と
に
関
わ

っ
て
い
る
営
み
な
の
だ
。

そ
う
、
私
は
考
え
る
の
で
す
。

教
育
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
ら
れ

た
世
界
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の

一
生
の
限
ら

れ
た
時
間
の
な
か
で
独
立
に
可
能
な
自

分
の
経
験
の
み
に
留
め
ず
に
、
全
て
の

人
び
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
経
験
し
て
い

る
こ
と
、
見
る
こ
と
、
見
て
い
る
こ
と
、

見
た
こ
と
ま
で
広
げ
て
、
経
験
を
互
い

に
分
か
ち
合
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る

こ
と
で
、
全
て
の
人
び
と
の
生
き
ら
れ

た
世
界
を
可
能
な
限
り
豊
か
に
、
言
い

換
え
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
自
ら
の

一
生
を
可
能
な
限
り
豊
か
に
生
き
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
、
そ
う
い
う

営
み
な
の
で
す
。

「導
き
出
す
」
と

「導
き
入
れ
る
」

∪
０
●
ｏ
”
〓
０
５

教
育
は
英
語
で
は
国
８
８
き
ｏ
と
申

し
ま
す
。
私
が
、
昔
、
あ
る
教
育
学
の

先
生
に
伺

っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
言

葉
の
五
盟
保
は
ラ
テ
ン
五
中
の
ｏ
α
」
ｏ
曽
ｏ
と

い
う
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
何
か

を

「引
き
出
す
」
と
い
う
事
で
あ
る
、

と
の
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
、
で
は
何

が
引
き
出
さ
れ
る
の
か
と

い
え
ば
、

「人
そ
れ
ぞ
れ
の
可
能
性
」
が
引
き
出

さ
れ
る
の
だ
、
と
の
こ
と
で
し
た
。
こ

れ
は
通
常
広
く
行
わ
れ
て
い
る
解
釈
の

よ
う
で
す
。
そ
の
時
は
、
成
程
と
感
心

い
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
近
、
私

の
研
究
上
の
立
場
と
近
い
立
場
に
立
つ

カ
ナ
グ
の
教
育
学
者
で
、
フ
ァ
ン

・
マ

ネ
ン
と
い
う
方
が
、
こ
の
言
葉
の
語
源

と
そ
の
解
釈
を
書
い
て
お
ら
れ
る
の
で
、

そ
れ
を
紹
介
し
、
こ
こ
で
の
私
の
話
に

溶
け
込
ま
せ
る
こ
と
を
試
み
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
＾^＆
Ｒ

，
けヽ

（教
育
す
る
）
と

い
う
言
葉
の
ラ
テ
ン
語
源
は
二
つ
あ
る

そ
う
で
す
。　
一
つ
は
ざ
２
８
『■
で
そ

の
意
味
は
、ぎ

下
ａ

８
一
Ｒ
、、
３
か
ら

外

へ
と
導
き
出
す
し

で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
、
ど
き
８
８
、．で
、
そ
の
立息
味

は
ヽヽざ

お
注

〓
一ヽ

∩
の
中

へ
導
き
入

れ
る
し

で
す
。
で
は
、
ど
こ
か
ら

「導

き
出
し
て
」
ど
こ
へ

「導
き
入
れ
る
」

の
で
し
ょ
う
か
。
結
論
か
ら
言
い
ま
す

と
、
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た

「古
い
世

界
」
か
ら

「外

へ
と
導
き
出
し
」
、
そ
し

て
同
時
に
、
こ
れ
か
ら
生
き

て
行
く

「新
し
い
世
界
」
の

「中

へ
と
導
き
入

れ
る
」
、
こ
れ
が
げ
ｃ
Ｘ

，
一ヽ

、　
つ
ま
り
、

「教
育
す
る
」
と
い
う
こ
と
だ
、
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

す
る
と
、　
一
人
ひ
と
り
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
世
界
に
生
き
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の

「生
き
ら
れ
た
世
界
」
か
ら
自
分
を

（

含
め
た
世
界
の
物
事
を
見
て
い
ま
す
。

そ
の
物
事
の
見
方
は
、　
一
人
ひ
と
り
の

「生
き
ら
れ
た
世
界
」
の
違
い
に
基
づ

い
て
、　
一
人
ひ
と
り
違
う
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
古
い

「生
き
ら
れ
た
世
界
」
か
ら

導
き
出
さ
れ
、
新
し
い

「生
き
ら
れ
た

世
界
」

へ
と
導
き
入
れ
ら
れ
る
。
そ
う

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
れ
ま
で
と
は

異
な

っ
た
物
の
見
方
を
す
る
よ
う
に
な

る
。
新
し
い
物
の
見
方
を
す
る
よ
う
に

な
る
と
い
う
こ
と
が
、
即
ち
、
新
し
い

世
界
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
を
生
み
出
す
の
が
教
育
の
営

み
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「教
育
」
は
単
に

「教
え
育
て
る
」
か

日
本
語
の

「教
育
」
と
い
う
言
葉
は
、

「教
え
育
て
る
」
あ
る
い
は

「教
え
つ

つ
育
て
る
」
と
い
う
意
味
に
と
る
の
が

普
通
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
「教

育
」
と
い
う
出
来
事
そ
の
も
の
を
、
と

も
か
く
、
丁
寧
に
よ
く
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
つ
ま
り
、
「教
育
」
は

「教
え
育
て

る
」
営
み
で
あ
る
と
し
て
そ
れ
以
上
は

見
な
い
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
営
み
の

中
で

一
体
何
が
起
こ
っ
て
い
る
だ
ろ
う

か
と
、
よ
く
見
る
こ
と
を
試
み
て
み
ま

し
ょ
う
。
す
る
と
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て

来
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
‘
「教
え
つ
つ
育
て
る
」
と
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い
う
こ
と
も
起
こ
る
で
し
ょ
う
“
当
然
、

教
え
ら
れ
て
い
る
側
で
は
、
「教
え
ら

れ
つ
つ
育
つ
」
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
教
え
て
い
る
と

思

っ
て
い
る
本
人
が
実
は

「教
え
つ
つ

自
ら
が
育
つ
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
し
、

し
た
が

っ
て
、
「教
え
ら
れ
つ
つ
育
て

る
」
と
い
う
こ
と
も
起
こ
っ
て
い
る
。

例
え
ば
い
親
は
子
を
育
て
て
い
る‐
つ
も

り
で
す
が
、
親
は
子
供
を
育
て
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
間
と
し
て
豊
か
に
育

っ

て
行
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

教
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
子
が
必
ず
し
も
そ

の
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
訳
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、教
え
ら
れ
つ
つ
、

子
は
親
を
育
て
て
も
い
る
の
で
す
。
あ

る
い
は
、
子
は
教
え
ら
れ
る
ば
か
り
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
が
師
に
教
え
つ
つ

師
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
も
、
師
に
教

え
つ
つ
自
ら
育
つ
と
い
う
こ
と
も
ぁ
り

ま
す
。
ま
た
、
師
が
あ
る
子
を
教
え
つ

つ
、
実
は
、
そ
れ
を
見
て
い
る
他
の
子

を
育
て
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
考
え
て
来
ま

す
と
、
教
育
で
は
、
単
に

「教
え
育
て

る
」
こ
と
だ
け
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
て
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が

起
こ
つ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「教
育
と
は
共
育
で
あ
る
」

そ
こ
で
、
私
は
、
「教
育
」
と
い
う
言

葉
を
、
も
う

一
度
改
め
て

「き
ょ
う
い

）

く
」
と
音
読
し

「共
育
」
と
書
き
、
「共

に
育
２

と
い
う
意
味

に
と
り
、
「教

育
は
共
育
で
あ
る
」
、
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

優
れ
た
教
育
実
践
者
、
声
田
恵
之
助

先
生

（
一
八
七
三
―

一
九
五

一
）

の

「教
育
遺
語
」
と
し
て
遺
さ
れ
た
言
葉

は

「共
に
育
ち
ま
し
ょ
う
」
で
し
た
。

芦
田
先
生
は
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
、
こ

う
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
「
私
は
七
九

の
今
年
ま
で
、
人
心
づ
い
て
か
ら
、
思

い
を
教
育
に
ひ
そ
め
て
、
よ
う
よ
う
こ

の

一
標
語
に
到
達
し
ま
し
た
。
そ
し
て

今
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
以
上
の
も
の
を
考

え
得
ま
せ
ん
の
で
、
そ
こ
に
安
ん
じ
て

い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と

（『共
に

そ
だ
ち
ま
し
ょ
う
』
親
と
子
の
会
、
昭

和
二
七
年
、
ニ
ペ
ー
ジ
）
。
私
は
、
こ
の

「共
に
育
ち
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
教
育

遺
語
に
学
ん
で
、
「教
育
」
と
い
う
語

を

「共
育
」
と
読
む
こ
と
を
始
め
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
語
呂
合
わ

せ
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
人
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
読
み
替
え

る
こ
と
を
始
め
て
み
て
、
こ
の

「
共

育
」
と
い
う
言
葉
に
た
い
へ
ん
深
い
含

蓄
が
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。学

校
教
育
の
世
界
で
、
教
師
と
子
供

の
関
係
に
つ
い
て
の
在
り
方
を
考
え
て

み
ま
し
ょ
う
。
あ
る
時
は
、
「教
師
中

心
」
と
な

っ
て
、
教
師
が
子
供
に
何
事

か
を

一
方
的
に
教
え
授
け
る
、　
つ
ま
り
、

伝
達
し
た
り
、
訓
練
し
た
り
す
る
、
そ

う
い
う
在
り
方
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

あ
る
時
は
、
「子
供
中
心
」
に
し
て
、
子

供
の
興
味
や
関
心
を
尊
重
し
て
育
て
る
、

つ
ま
り
、
教
師
が
子
供
の
歩
く
後
を
つ

い
て
歩
い
て
、
ま
っ
た
く
子
供
の
自
由

に
任
せ
、
放
任
す
る
ぃ
い
わ
ば
そ
う
い

う
在
り
方
も
あ
り
ま
し
た
。
学
校
教
育

の
世
界
は
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
在
り

方
の
間
を
揺
れ
動
く
と
い
う
こ
と
を
、

長
い
歴
史
の
な
か
で
繰
り
返
し
て
来
た

と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
芦
田
恵
之
助

は
、
あ
る
時
期
に
、
「共
に
流
る
ゝ
」
と

い
う
言
い
方
を
し
て
、
「共
流
」
と
い

う
こ
と
を
唱
え
て
い
ま
す
。
子
供
を
目

的
地
ま
で

「流
す
」
の
で
も
な
け
れ
ば
、

子
供
の

「流
れ
る
」
に
任
せ
て
外
か
ら

眺
め
る
の
で
も
な
く
、
教
師
は
子
供
と

「共
に
流
れ
る
」
べ
き
な
の
だ
、
と
説

い
た
の
で
す
。
教
師
は
子
供
を
教
育
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
向
上
せ
し

め
、
子
供
は
教
師
に
導
か
れ
て
向
上
の

一
路
を
辿
る
の
だ
、
と
も
言

っ
て
い
ま

す
。
教
師
の
仕
事
に
と
っ
て

一
番
大
事

な
こ
と
は
、
何
か
沢
山
の
こ
と
を
知

っ

て
い
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
教
師
自
身

が
求
め
て
学
ぶ
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

子
供
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
在
り
方
を

し
て
い
る
教
師
を
見
習

っ
て
、
自
ら
も

求
め
且
つ
学
ぶ
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

こ
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
時
、
真
の
教
育

）

が
実
現
す
る
の
だ
、
と
説
い
て
い
る
の

で
す
。
「共
に
流
る
ゝ
」
は

「共
に
育
ち

ま
し
よ
ケ
」
へ
と
づ
な
が
っ
て
行
く
訳

で
す
。

芦
田
先
生
の

「共
に
育
ち
ま
し
ょ

う
」
は
、
先
に
述
べ
た
、
フ
ァ
ン
・
マ

ネ
ン
に
よ
る
、
国
α
周
≧
８
の
解
釈
、

つ
ま
り
、
先
達
、
先
覚
と
し
て
の
教
師

が
後
覚
と
し
て
の
一子
供
と
共
に
古
い
世

界
か
ら
抜
け
出
る
べ
く
子
供
を
導
き
、

そ
し
て
、
共
に
新
し
い
世
界
へ
と
入
っ

て
行
く
べ
く
導
き
入
れ
る
、
と
い
う
教

育
の
理
解
に
も
つ
な
が

っ
て
い
る
と
言

え
ま
し
ょ
う
。

「授
業
」
は

「業
」
（ぎ
ょ
う
／
ご
う
）

の
授
受
で
あ
る

さ
て
、
私
は
授
業
の
研
究
者
で
あ
る

と
申
し
ま
し
た
。
で
、
「授
業
」
に
つ
い

て
も
、
こ
の
脈
絡
の
中
で
、　
〓
言
お
話

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
「授
業
」
と

い
い
ま
す
と
、
学
校
の
教
室
で
先
生
が

子
供
た
ち
と
営
ん
で
い
る
教
育
の
あ
の

営
み
の
こ
と
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
の

が
常
識
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
そ
こ
で
何
が
行
わ
れ
て
い
る
か

を
改
め
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

「授
業
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
立

ち
返

っ
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
す
る

と
、
な
ぜ

「業
」
∩
ぎ
ょ
う
し

と
い
う

漢
字
ど
読
み
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、

と
い
う
疑
間
が
沸
い
て
来
ま
す
。
「業
」

く全 国視 聴 覚教 育 連 盟 企 画 〉

お ば あ ち ゃ ん は

何  処  ヘ

新 しいおふ くろ の 味

優秀映像教材選奨優秀作品賞

くアニメーション〉

優秀映像教材選奨優秀作品賞

赤 毛 の ア ン

優秀 映 像教 材 選 奨 優 秀 作 品 賞

月 の 輪 グ マ

優 秀 映 像教 材 選 奨 優 秀 作 品 賞

化  `す  く  ら べ

男_n」兄の星―
ち

1協鷲勇窪ダ電寧暑類げ笑
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と
い
う
文
字
は
、
「ぎ

ょ
う
」
ば
か
り

で
な
く

「ご
う
」
と
も
読
み
う
る
わ
け

で
す
。
そ
こ
で
、
授
業
で
は
、
知
識
や

技
術
な
ど
の

「ぎ
ょ
う
」
が
授
受
さ
れ

る
、
授
け
ら
れ
受
け
ら
れ
る
ば
か
り
で

な
く
、
同
時
に
、
「ご
う
」
も
授
受
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「業
」
（
「ご
う
し

と
は
、
イ
ン
ド
思

想
の
専
門
家

（江
島
恵
教
　
東
京
大
学

教
授
）
の
ご
文
章
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
第

一
に
、
「生
き
物

の
あ
ら
ゆ
る
行
為
、

身
体
的
活
動

・
言
語
的
活
動

・
思
考
活

動
を
指
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し

か
も
、
「あ
る
生
き
物

の
あ
ら
ゆ
る
行

為
は
そ
の
場
か
ぎ
り
で
完
結

・
消
滅
し

て
し
ま
ヶ
の
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の

形
で
潜
在
的
な
力
を
残
し
、
そ
の
生
き

物
の
後
の
在
り
方
、
生
き
方
を
規
定
す

る
」
と
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
第
二
に
、

「行
為
の
残
す
潜
在
的
な
力
を
も
意
味

す
る
」
と
、
説
明
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

「業
」
の

「ぎ

ょ
う
」
の
方
が
技
術
、

技
能
と
か
知
識
と
つ
な
が
る
の
に
対
し
、

「ご
う
」
の
方
は
、
そ
の

「ぎ
ょ
う
」

が
身
に
つ
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
人

の
そ
の
後
の

一
生
に
、
さ
ら
に
は
後
世

に
、
い
ろ
い
ろ
な
影
響
を
残
す
、
そ
う

い
う
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
そ

う
で
す
。
あ
る
と
き
、
あ
る
と
こ
ろ
で
、

あ
る
人
が
あ
る
こ
と
を
学
び
、
つ
ま
り

「ぎ
ょ
う
」
と
し
て
め

「業
」
を
授
か

り
受
け
、
あ
る

「業
」
が
で
き
る
よ
う

に
な

っ
た
と
し
ま
す
。
す
る
と
、
そ
の

よ
う
に

「業
」
を
学
ん
だ
こ
と
が
、
そ

の
時
と
場
を
離
れ
て
も
、
別
の
時
と
場

で
、
そ
の
こ
と
が
生
き
て
来
て
、
そ
の

後
の
人
生
で
、
何
ら
か
の
意
味
を
も
つ

よ
う
に
な

っ
て
く
る
。
そ
れ
が

「
ご

う
」
と
し
て
の

「業
」
だ
、
と
理
解
さ

れ
ま
す
。
「ぎ
ょ
う
」
は
授
業
の
中
身

で
あ
り
、
「ご
う
」
は
そ
の
意
味
な
の

で
す
。
す
る
と
、
あ
の
授
業
と
い
う
小

さ
く
み
え
た
営
み
が
、
実
は
、
教
師
と

子
供
の
間

の

「業
」
、
「ぎ

ょ
う
」
と

「ご
う
」
の
授
受
の
営
み
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
人
類
の
歴
史
の
中
で
、
「ぎ
ょ

う
」
と

「ご
う
」
の
授
受
と
し
て
、
無

限
に
営
ま
れ
て
き
た
無
限
の
連
鎖
の
な

か
の

一
つ
の
環
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と

が
鮮
明
に
見
え
て
来
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
が

「授
業
」
の
意
味
な
ん
で
す
ね
。

こ
の

「ぎ

！
う
」
と

「ご
う
」
は
、
私

た
ち
の
主
題
で
あ
る

「見
る
」
と
か

「見
え
る
」
と
い
う
こ
と
に
も
関
わ

っ

て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
あ
る
物
事
が
ま

だ
見
え
な
か

っ
た

「後
覚
」
が
、
そ
れ

を
先
に
見
え
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た

「先
覚
」
に
導
か
れ
て
、
古
い
世
界
か

ら
出
て
新
し
い
世
界
べ
と
入
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
物
事
が
見
え
る
よ
う

に

な

っ
た
と
す
る
と
、
導
か
れ
た
後
覚
は

先
覚
か
ら

「ぎ
ょ
う
」
を
受
け
た
こ
と

に
な
る
わ
け
だ
し
、
見
え
る
よ
う

に

（

な

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
後
の
生
き

方
が
変
わ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
後
覚

は
同
時
に

「ご
う
」
を
も
受
け
た
こ
と

に
な
る
わ
け
で
す
。　
しヽ
た
が

っ
て
、
授

業
は

「見
る
」
と
い
う

「ぎ
ょ
う
」
と

「見
え
る
」
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
る

「ご
う
」
の
授
受
の
営
み
で
あ
る
、
と

理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「見
る
」
と

「見
え
る
」

本
日
の
主
題
、
「見
る
」
と

「見
え

る
」
に
入

っ
て
き
ま
し
ょ
う
。
「見
る
」

と
い
う
こ
と
は
実
に
尽
き
な
い
豊
か
な

内
容
を
秘
め
た
出
来
事
で
す
。
人
間
の

「見
る
」
内
容
は

「人
間
が
実
存
す

る
」
の
内
容
に
対
応
し
て
豊
か
で
す
。

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
考
え
て
来
た

「教

育
」
の
脈
絡
の
中
に

「見
る
」
を
位
置

付
け
て
み
ま
し
ょ
う
。
す
る
と
、
教
育

の
原
型
は
、
こ
ん
な
風
に
考
え
ら
れ
る

で
し
ょ
う
。
ま
ず
、
あ
る
人
が
あ
る
事

物

・
物
事
を

「見
て
」
、
そ
れ
ま
で
そ

の
人
に

「見
え
て
い
な
か
っ
た
」
こ
と

が

「見
え
て
く
る
」
よ
う
に
な
る
、
「見

え
る
よ
う
に
な
る
」
。
「見
え
る
よ
う
に

な
る
」
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
人
自
身

の

「生
き
ら
れ
る
世
界
」
も
変
わ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
人
自
身
も
変
わ
る
。
そ

れ
か
ら
、
次
に
、
そ
の
人
が
、
既

に

「見
え
て
い
る
」
人

（先
覚
）
と
し
て
、

今
度
は
、
か
つ
て
そ
の
人
自
身
が
そ
う

だ

っ
た
よ
う
に
、
ま
だ
そ
の
人
程
に
は

「見
え
て
い
な
い
」
人

（後
覚
）
と

一

緒
に
そ
れ
を
見
る
。
先
覚
と
後
覚
の
二

人
の
間
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
や
り
と
り

が
あ
る
。
そ
し
て
つ
い
に
は
、
後
覚
と

し
て

「見
え
て
い
な
か

っ
た
」
人
も
、

先
覚
と
同
じ
よ
う
に

「見
え
る
よ
う
に

な
る
」
。
こ
う
し
た

「見
る
」
と

「見
え

る
」
を
巡

っ
て
、
先
覚
と
後
覚
の
間
で
、

繰
り
返
さ
れ
る
営
み
、
そ
れ
が

「教
育

の
原
型
」
で
し
ょ
う
。

こ
う
考
え
ま
す
と
、
教
師
は
、
単
に

多
く
の
物
事
を
知

っ
て
い
る
と
い
う
事

だ
け
で
は
甚
だ
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
以
上
に
、
多
く
の

こ
と
を

「見
え
な
か

っ
た
」
と
こ
ろ
か

ら

「見
え
る
よ
う
に
な
る
」
経
験
を
そ

の
よ
う
に
し
て
数
多
く
豊
か
に
繰
り
返

し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
極

め
て
大
事
な
の
で
す
。
そ
の
こ
と

に

よ

っ
て
、
あ
る
物
事
を
初
め
て

「
見

る
」
場
合
に
も
、
「見
え
な
か
っ
た
」
も

の
が

「見
え
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う

経
験
を
豊
か
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る

わ
け
で
す
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
ま

だ

「見
え
て
い
な
い
」
人
を
導

い
て

「見
え
る
よ
う
に
」
す
る
こ
と
に
お
い

て
も
優
れ
た
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
で
し
ょ
う
。
優
れ
た
教
師
と
は
、

「見
る
」
に
関
し
て
新
鮮
に

「共
に
育

つ
」
こ
と
の
で
き
る
人
な
の
で
し
―
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
実
際
に
は
た
い
へ

ん
難
し
い
こ
と
で
す
。
物
事
の
新
し
い

（

見
方
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、

子
供
の
方
が
自
由
で
囚
わ
れ
な
い
見
方

が
で
き
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
教
師
の

方
は
、
古
い
見
方
に
閉
じ
こ
も
る
と
い

う
在
り
方
を
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。
で
も
、
子
供
か
ら
子
供

の

「も
の
の
見
方
」
を
学
ぶ
と
い
う
心
の

構
え
を
も

っ
て
い
る
教
師
は
、
「
共
に

流
れ
」
、
「共
に
育

つ
」
こ
と
に
よ

っ
て
、

子
供
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
て
、
新
し

い
発
見
を
し
続
け
る
の
で
し
ょ
う
。
教

師
の
存
在
と
そ
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、

子
供

（広
く

「学
ぶ
人
」
と

い
う
意

味
）
が
こ
れ
ま
で
よ
り
さ
ら
に
豊
か
に

「見
る
」
世
界
に
生
き
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
働
き
こ
そ
が
、

教
師
の
仕
事
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
で
し
ょ
う
。

「見
る
」
と

「見
え
る
」
の
教
育
に
お

け
る
意
義

こ
こ
で
私
は
、
「見
る
」
と
か

「見
え

る
」
と
い
う
こ
と
を
、
眼
科
の
医
院
の

壁
な
ど
に
よ
く
図
示
さ
れ
て
い
る
、
反

射
光
線
、
光
刺
激
、
眼
球
、
水
晶
体
、

網
膜
、
視
神
経

・
・
・
な
ど
に
よ
る
生

理
学
の
説
明
の
よ
う
な
仕
方
で
、
主
題

化
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
で
は
な
ぐ
て
、
私
た
ち
が
日
常
生

活
の
な
か
で
、
物
事
を
見
て
、
あ
る
こ

と
が
見
え
た
り
、
更
に
注
意
深
く
見
る

こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
こ
と
が
見
え
る



よ
ヶ
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
経
験
の

脈
絡
の
中
で

「見
る
」
と

「見
え
る
」

を
主
題
化
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
の

「見
る
」
と

か

「見
え
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
教
育

の
営
み
に
お
け
る
中
心
的
な
事
柄
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
、
教
育
と
授

業
に
つ
い
て
ヽ
長
年
に
わ
た
っ
て
親
し

く
お
教
え
を
受
け
た
教
育
実
践
者
、
斎

藤
喜
博
先
生

（
一
九

一
〇
―

一
九
八

〇
）
が
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
「教
育

と
か
授
業
と
か
に
お
い
て
は
、
『
見
え

る
』
と
い
う
こ
と
は
、
ぁ
る
意
味
で
は

『す
べ
て
だ
』
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら

い
で
あ
る
。
そ
れ
は

『見
え
る
』
と
い

う
こ
と
は
、
教
師
と
し
て
の
経
験
と
理

論
の
蓄
積
さ
れ
た
結
果
の
力
だ
か
ら
で

あ
る
。　
一
人

一
人
の
子
ど
も
の
反
応
を

深
く
み
つ
め
、
そ
れ
に
対
応
す
る
こ
と

の
で
き
る
教
師
と
し
て
の
基
本
的
能
力

だ
か
ら
で
あ
る
」
亀
教
育
学
の
す
す

め
』
筑
摩
書
一房
、　
一
九
六
九
、　
一
七
二

ペ
ー
ジ
）
、
と
。
教
師
の
経
験
と
理
論

の
結
晶
が

「見
え
る
」
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
ね
。
こ
こ
で
、
「
子
ど
も
の
反

応
」
を

「見
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
子

ど
も
自
身
の

「見
る
」
を

「見
る
」
こ

と
な
の
だ
、
と
い
ヶ
こ
と
に
は
ご
注
意

を
促
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

教
育
の
世
界
を
離
れ
て
、
も
う
す
こ

し
広
い
脈
絡
で
は
、
『
ロ
ダ

ン
の
言
葉

抄
』
（岩
波
文
庫
ヽ
七
六
ペ
ー
ジ
）
の
中

）

に
、
「眼
が
見
え
る
と
い
う
事
は

一
生

涯
も
か
か
る
教
育
の
果
実
で
す
」
と
い

う
言
葉
が
遺
さ
れ
て
い
ま
す
。

「見
る
」
と
か

「見
え
る
」
と
い
う

事
が
教
育
に
お
い
て
大
事
だ
と
い
う
こ

と
に
は
、
少
な
く
と
も
、
二
つ
の
意
味

が
あ
り
そ
う
で
す
。　
一
つ
の
意
味
は
、

教
育
実
践
の
場
に
あ
る
教
師
は
、
そ
こ

で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
が

「見
え

る
」
こ
と
で
初
め
て
、
的
確
な
対
応
が

で
き
る
の
だ
、
と
い
う
意
味
で
す
。
子

ど
も
に
今
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
を
し

た
ら
そ
の

「生
き
ら
れ
た
世
界
」
を
豊

か
に
で
き
る
か
は
、
見
え
な
け
れ
ば
分

か
り
ま
せ
ん
。
見
え
な
け
れ
ば
、
無
駄

な
こ
と
や
、
さ
ら
に
は
、
妨
げ
に
な
る

こ
と
さ
え
も
や
り
か
ね
ま
せ
ん
。
も
う

一
つ
の
意
味
は
、
教
育
そ
の
も
の
が
、

物
事
を

「見
る
」
こ
と
を
、
教
師
と
子

供
の
間
で
、　
つ
ま
り
先
覚
と
後
覚
の
両

者
の
間
で
、
互
い
に
豊
か
に
し
て
行
く

中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
を
豊
か
に
し

て
行
く
営
み
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

「見
る
」
は
、
当
然
、
教
育
の
中
心
主

題
と
な
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。

「見
る
」
と

「見
え
る
」
と
は
、
こ

こ
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
区
別
し
て
お

こ
う
か
と
思
い
ま
す
。
「見
る
」
と
は
、

「能
動
的
な
働
き
」
で
、
注
意
深
く
よ

く
見
る
働
き
だ
、
と
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
こ
の

「見
る
」
の
基
礎

に
は
実
は

「見
え
る
」
と
い
う

「受
動

的
な
働
き
」
が
あ
り
ま
す
。

い
わ
ば

「ぼ
ん
や
り
と
」
し
て
い
て
も
そ
れ
な

り
に
物
事
は

「見
え
る
」
の
で
す
。
そ

し
て
、
物
事
は
、
よ
く
注
意
し
て
鋭
く

「見
る
」
こ
と
を
通
し
て
、
次
第
に
、

豊
か
に

「見
え
る
」
よ
う
に
な

っ
て
行

き
ま
す
。
豊
か
に

「見
え
る
」
こ
と
を

背
景
に
、
さ
ら
に
鋭
い

「見
る
」
が
可

能
と
な
る
の
で
す
。

宮
本
武
蔵
は
、
有
名
な

『
五
輪
書
』

の
中
で
、
「観
」
と

「見
」
の
区
別
を
し

て
い
ま
し
た
。
武
蔵
の
場
合
、
「観
」
は

能
動
的
に
主
体
的
に
目
的
を
も

っ
て

「見
る
」
こ
と
だ
し
、
「見
」
は
特
に
見

る
積
も
り
で
努
め
な
く
て
も
、
受
動
的

に
自
然
に

「見
え
る
」
こ
と
を
指
し
て

い
る
よ
う
で
す
。
武
蔵
は
剣
の
世
界
で

の

「見
る
」
の
意
味
と
重
要
性
を
説
い

て
い
た
と
理
解
さ
れ
ま
す
。

私
た
ち
に
は
、
特
に
注
意
を
集
中
し

な
く
て
も
た
く
さ
ん
の
物
事
が
見
え
て

い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
見
え
て
い
る

物
事
の
な
か
の
あ
る
特
定
の
物
事
に
注

意
を
向
け
て
、
そ
れ
を
よ
く

「見
る
」

と
、
新
し
い
こ
と
が
見
え
る
よ
う

に

な

っ
て
、
次
第
に
今
度
は
、
そ
れ
を
特

に
注
意
を
向
け
な
く
て
も

「見
え
る
」

よ
う
に
な

っ
て
行
き
ま
す
。
こ
う
し
て
、

武
蔵
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
深
く

鋭
い

「観
」
に
よ

っ
て

「見
」
が
ま
す

ま
す
豊
か
に
な
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、

豊
か
な

「見
」
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
深

）

く
鋭
い

「観
」
が
可
能
に
な
る
。
で
、

「鋭
い
観
」
か
ら

「豊
か
な
見
」

へ
と

次
第
に
昇

っ
て
行
く
循
環
の
螺
旋
階
段

が
思
い
描
か
れ
ま
す
。

「謙
虚
と
は
よ
く
見
る
こ
と
で
す
」
の

エ
ピ
ソ
ー
ド

こ
こ
に
、
私
の
好
き
な
、
ぜ
ひ
ご
紹

介
し
た
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

「見
え
る
」
は
教
育
に
お
け
る

「す
べ

て
」
だ
、
と
書
い
た
斎
藤
喜
博
先
生
と
、

そ
の
教
育
実
践
に
学
ん
で
、
優
れ
た
教

育
実
践
者
と
し
て
生
き
た
、
私
の
先
輩

で
あ
り
友
人
で
も
あ

っ
た
武
田
常
夫
氏

（
一
九
二
九
―

一
九
八
一〇

と
の
間
に
、

「月
見
草
」
を
巡

っ
て
、
次
の
よ
う
な

出
会
い
が
あ

っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
こ

と
を
、
武
田
常
夫
氏
は
、
斎
藤
喜
博
先

生
の

「謙
虚
と
は
よ
く
み
る
こ
と

で

す
」
と
い
う
言
葉
に
ま
つ
わ
る

一
つ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
書
き
遺
し
て
い

ま
す
。「あ

る
日
の
夕
方
、
利
根
川
の
川
原

の
道
を
歩
い
て
武
田
と
ふ
た
り
で
帰
宅

の
途
上
に
あ

っ
た
斎
藤
は
、
月
見
草
を

見
る
こ
と
に
武
田
を
誘

っ
た
と
い
う
。

ふ
た
り
は
並
ん
で
腰
を
お
ろ
す
。
『
月

見
草
な
ど
見
あ
き
る
く
ら
い
見

て
い

た
』
武
田
は
そ
こ
で

『ぼ
ん
や
り
と
煙

草
を
す

っ
た
』
。
だ
が
、
十
分
ほ
ど
も

た
た
な
い
う
ち
に
、
月
見
草
が
音
も
な

く
花
を
開
い
て
い
る
こ
と
に
武
田
は
気

づ
き
、
『あ
れ
』
と
驚
く
。
す
る
と
、
斎

藤
は
い
う
。
『ぼ
ん
や
ヶ
見
て
い
て
も
、

花
の
開
く
よ
う
す
は
わ
か
り
ま
せ
ん
よ
。

一
つ
だ
け
じ

っ
と
見

つ
め
る
の
で
す
。』

武
田
は
、
ひ
と
み
を
こ
ら
し
て
ひ
と

つ
の
花
を
見
る
。
そ
し
て
、
そ
の
花
が

花
び
ら
を
目
の
前
で
開
く
の
を
は
じ
め

て
見
る
。
斎
藤
は
こ
う
い
う
。
『
月
見

草
に
か
ぎ
ら
ず
、
も
の
を
見
る
と
い
う

こ
と
は

一
つ
の
こ
と
を
ね
ば
り
づ
よ
く

見
つ
づ
け
て
い
く
こ
と
で
す
ね
。
あ
れ

も
こ
れ
も
と
欲
ば

っ
た
り
、
い
ち
ど
に

大
き
な
こ
と
を
や
ろ
う
な
ど
と
気
負

っ

て
も
だ
め
な
ん
で
す
ね
。
小
さ
な
こ
と

を
ね
ば
つ
づ
よ
く
、
ば
か
ば
か
し
い
よ

う
な
努
力
を
つ
み
上
げ
て
い
か
な
い
か

ぎ
り
、
ほ
ん
も
の
を
つ
か
む
こ
と
な
ど

で
き
は
し
な
い
と
ぼ
く
は
思

い
ま
す

ね
。
』

武
田
は
、
こ
の
斎
藤
の
言
葉
に
つ
い

て
、
こ
う
書
い
て
い
る
。
『先
生
は
、
月

見
草
の
こ
と
を
た
と
え
に
し
な
が
ら
、

じ
つ
は
、
仕
事
の
こ
と
、
教
師
の
生
き

方
、
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
を
語

っ
て
い

る
の
だ
と
わ
た
し
は
思

っ
た
。
』
と
。

斎
藤
は
、
若
い
こ
ろ
、
月
見
草
の
花

が
開
く
Ｌ
き
音
が
す
る
と
い
う
話
を
確

か
め
る
た
め
に
何
日
も
川
原

へ
通

っ
た

こ
と
が
あ

っ
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
思
い
起
こ
し
て
、
武
田
は
、

つ
ぎ

の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

『
ひ
と
に
よ

っ
て
は
、
月
見
草
の
花
が
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咲
く
と
き
に
音
を
た
て
よ
う
と
立
て
ま

い
と
、
そ
ん
な
こ
と
を
調
べ
て
何
の
得

に
な
る
か
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
わ
た
く
し
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。

そ
う
し
た
行
為
の
底
を
つ
き
う
ご
か
す

自
然
の
い
と
な
み
に
対
す
る
か
ぎ
り
な

い
憧
憬
と
愛
着
、
事
実
を
と
こ
と
ん
突

き
つ
め
な
け
れ
ば
ひ
き
さ
が
ら
な
い
執

着
心
、
そ
の
た
め
の
執
拗
な
努
力
を
ぬ

き
に
し
て
斎
藤
喜
博
な
る
資
質
は
形
成

さ
れ
な
か
っ
た
と
わ
た
し
は
思
う
の
で

あ
る
。
そ
う
し
た

一
見
ば
か
ば
か
し
い

よ
う
な
努
力
を

一
つ
一
つ
つ
み
上
げ
て

行
く
行
為
を
ぬ
き
に
し
て
人
間
の
精
神

を
確
た
る
も
の
に
は
ぐ
く
む
す
べ
な
ど

あ
り
は
し
な
い
と
思

っ
た
の
で
あ
る
。』

と
ご

（吉
田
章
宏
著

『教
育
の
方
法
』
、

放
送
大
学
教
育
振
興
会
、　
一
九
九

一
年
、

一
〇
八
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用
）

さ
て
、
こ
こ
で
言
う
、
た
だ

「ぼ
ん

や
り
見
る
」
こ
と
と
、
「じ

っ
ど
見

つ

め
る
」
こ
と
と
の
間
の
区
別
は
、
「見
」

と

「観
」
と
の
間
の
区
別
、
「見
え
る
」

と

「見
る
」
の
間
の
区
別
、
に
相
当
す

る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

斎
藤
の
月
見
草
の
開
花
が
見
え
る
世

界
、
あ
る
い
は
、
そ
の
こ
と
を
執
拗
に

「見
る
」
こ
と
を
続
け
る
こ
と
に
よ
り

そ
れ
が

「見
え
る
」
よ
う
に
し
た
斎
藤

の

「生
き
ら
れ
た
世
界
」
、
そ
の
在
り

方
に
触
発
さ
れ
て
、
武
田
は
そ
の
よ
う

な
在
り
方
を
自
ら
の
在

，

ヽ
方
と
し
て
求

め
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
そ
の
よ
う

な
世
界
を
生
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で

し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
こ
で
、
先

に
述
べ
た
意
味
で
の

「授
業
」
が
行
わ

れ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
「ぎ
ょ
う
」
で

あ

る
と
同
時

に

「
ご

う
」

で
あ

る

「業
」
の
授
受
が
行
わ
れ
、
「共
に
育

つ
」
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
だ
、

と
私
に
は
解
釈
さ
れ
ま
す
。

「能
視
化
」
と

「可
視
化
」
の
循
環

で
は
、
「見
え
な
い
」
と
こ
ろ
か
ら

「見
え
る
よ
う
に
」
な
る
の
は
、
ど
う

し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、

そ
こ
で
、
「能
視
化
」
０
」
れ
は
私
の
拙

い
新
造
語
で
す
）
と

「
可
視
化
」
と
い

う
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

あ
る
物
事
が
見
え
な
か

っ
た
人
が
、
自

ら
変
化
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
物

事
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が

「能

視
化
」
で
す
。
先
覚
、
既
に
見
え
て
い

る
人
が
、
そ
の
見
て
い
る
と
こ
ろ
の
物

事
を
、
後
覚
、
そ
れ
が
未
だ
見
え
て
い

な
い
人
に
、
「
こ
う

い
う
ふ
う
に
見
え

ま
す
よ
」
と
言
わ
ば

「視
聴
覚
的
に
」

示
し
て
見
せ
て
、
見
え
る
よ
う
に
す
る

こ
と
が

「可
視
化
」
で
す
。

例
え
ば
、
煙
草
に
火
を
つ
け
る
と
、

そ
の
煙
り
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ま
で
目
に

見
え
な
か
っ
た
こ
の
会
場
の
空
気
の
流

れ
が
、
は
つ
き
り
と
目
に
見
え
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は

「流
れ
学
」
で

）

の

「可
視
化
」
の

一
例
で
す
。

「可
視
化
」
に
よ

っ
て
、
見
え
る
よ

う
に
な
る
と
、
今
度
は
、
可
視
化
さ
れ

て
い
な
く
て
も
、
そ
こ
で
何
が
起
こ

っ

て
い
る
か
が
、
少
な
く
と
も
前
よ
り
も

よ
く
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
見
え
て
い

な
い
場
合
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
見
る
こ
と
を
可

能
に
す
る

「見
る
能
力
」
を
獲
得
し
た

と
い
う
意
味
で
、
「能
視
化
」
と
呼
ベ

る
で
し
ょ
う
。
「能
視
化
」
と

「
可
視

化
」
と
は
、
互
い
に
循
環
す
る
と
も
言

え
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
先
覚
と
後
覚

と
が

「共
に
流
れ
る
」
、
「共
に
育

つ
」

を
通
じ
て
、
物
事
を
同
じ
よ
う
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

「教
育
――

共
育
」
そ
の
も
の
で
し
ょ
う
。

最
も
単
純
な

「見
る
」
に
お
け
る
不
思

議
最
も
単
純
だ
と
思
わ
れ
る
、
何
ら
か

の
物
体
を

「見
る
」
を
考
え

て
見

ま

し
ょ
う
。
こ
の
場
合
で
も
、
実
に
不
思

議
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
手

元
に
あ
る
こ
の
灰
皿
を

「見
て
」
み
ま

す
。
す
る
と
、
私
は
、
瞬
間
瞬
間
に
お

い
て
は
、
私
に
と

っ
て
前
面
に
な

っ
て

い
る

一
側
面
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
に

気
づ
き
ま
す
。
す
べ
て
の
側
面
を
同

・
時

に
直
接
に
見
る
こ
と

（
こ
の
直
接
に
見

え
る
側
面
の
見
え
方
を

「根
源
的
呈

示
」
と
呼
び
ま
す
）
は
ど
う
や

っ
て
み

て
も
で
き
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
私

に
見
え
て
い
る
私
に
と

っ
て
の
前
面
ば

か
り
で
な
く
、
背
面
、　
つ
ま
り
後
の
部

分
も
私
に
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
見
え

て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
こ
れ
は

フ
ッ
サ
ー
ル
の
術
語
で
は

「間
接
的
呈

示
」
と
呼
ば
れ
る
見
え
方
で
す
。
な
ぜ
、

「見
え
て
い
る
」
と
言
え
る
か
と
申
し

ま
す
と
、
例
え
ば
、
こ
の
灰
皿
を
ひ
っ

く
り
返
し
た
時
、
そ
の
前
に

「見
え
て

い
た
」
の
と
は
全
く
異
な
る
異
様
な
側

面
が
姿
を
現
し
た
と
す
る
と
吃
驚
す
る

と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
の

吃
驚
す
る
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
、
背

面
も
間
接
的
に
は

「見
え
て
い
た
」
と

い
う
こ
と
が
現
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

仮
に
、
テ
レ
ビ
の
画
面
に
見
て
い
る

立
派
な
背
広
を
着
た
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
、

ふ
と
後
を
振
り
返

っ
た
途
端
、
そ
の
背

中
側
は
素

っ
裸
だ

っ
た
と
し
た
ら
ど
う

で
し
ょ
う
か
。
視
聴
者
は
き

っ
と
吃
驚

す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
彼
が

前
面
を
向
い
て
い
た
時
、
背
面
も
立
派

な
背
広
を
着
て
い
る
と
あ
な
た
は

「見

て
い
た
」
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
透
視
し
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
実
際

に
直
接
に
見
て
い
る
場
合
程
の
具
体
性

も
正
確
さ
も
欠
け
て
い
る
訳
で
す
が
、

し
か
し
、
や
は
り

「間
接
的
呈
示
」
と

い
う
仕
方
で
は

「見
え
て
い
る
」
の
で

す
。
そ
う
い
う

「見
る
」
が
起
こ
っ
て

）

い
る
と
は
、
実
に
不
思
議
な
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。

哲
学
者
の
九
鬼
周
造
の

『
「
い
き
」

の
構
造
』
（岩
波
文
庫
、
五
二
ペ
ー
ジ
）

に
は
、
前
後
の
脈
絡
か
ら
外
し
て
引
用

し
ま
す
が
、
こ
ん
な
文
章
が
あ
り
ま
す
。

「
い
き
』
な
姿
と
し
て
は
湯
上
が
り

姿
も
あ
る
。
裸
体
を
近
接
の
過
去
に
も

ち
、
あ

っ
さ
り
と
し
た
浴
衣
を
無
造
作

に
着
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
媚
態
と
そ
の

形
相
因
と
が
表
現
を
完
う
し
て
い
る
」
。

湯
上
が
り
姿
は
何
故

「
い
き
」
な
の

か
。
九
鬼
先
生
に
は
、
湯
上
が
り
姿
を

見
て
い
る
と
、
近
接
の
過
去
が
見
え
て

く
る
。
そ
れ
と
重
な

っ
て
湯
上
が
り
姿

が
見
え
て
い
る
の
で
、
「
い
き
」
を
感

じ
る
の
だ
、
と
ま
あ
そ
ん
な
こ
と
を

お

っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

つ
ま

り
、
時
間
的
に
近
接
の
過
去
、
少
し
前

の
裸
体
が
見
え
て
い
る
。
そ
の
見
え
方

は
、
先
程
の
正
面
を
見
て
背
面
が
見
え

る
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で

は
あ
る
わ
け
で
す
が
、
と
も
か
く
、
時

間
的
に
過
去
の
も
の
が
、
現
在
、
そ
う

い
う
仕
方
で

「見
え
て
い
る
」
。
「見
え

る
」
と
い
う
こ
と
の
不
思
議
で
す
。

「見
え
る
も
の
」
と

「
見
え
な

い
も

の
」

「物
事
」
と
か

「事
物
」
と
か
言
い

ま
す
が
、
「見
え
る
も
の
」
を

「物
」
と

言
い
、
「見
え
な
い
も
の
」
を

「事
」
と



言
う
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
思
い
出
す

の
は
、
サ
ン
ー
テ
グ
ジ

ュ
ペ
リ
の

『星

の
王
子
さ
ま
』
（内
藤
　
濯
訳
、
岩
波

書
店
）
の
中
の
言
葉
で
す
。
そ
れ
は
、

「ぼ
く
た
ち
に
は
、
も
の
そ
の
も
の
、

こ
と
そ

の
こ
と

が
、

た

い
せ

つ
で

す
１
…
…
」
と
い
う
言
葉

八
三
二
ペ
ー

ジ
）
、
そ
し
て
、
「心
で
見
な
く
ち
ゃ
、

も
の
ご
と
は
よ
く
見
え
な
い
っ
て
こ
と

さ
。
か
ん
じ
ん
な
こ
と
は
、
日
に
み
え

な
い
ん
だ
よ
」
（
九
九
ペ
ー
ジ
）
と

い

う
言
葉
で
す
。
ま
た
、
「日
で
は
、
な
に

も
見
え
な
い
よ
。
心
で
さ
が
さ
な
い
と

ね
」
貧

一
〇
ペ
ー
ジ
）
と
も
あ
り
ま

す
。教

育
に
お
い
て
は
、
日
に
見
え
な
い

物
事
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
目
に
見
え
な
い
物
事
を

見
た
人
が
、
ま
だ
そ
れ
が
見
え
て
い
な

い
人
に
向
か
っ
て
、
何
ら
か
の
工
夫
を

し
て
働
き
か
け
て
、
そ
の
人
に
そ
れ
が

見
え
る
よ
う
に
す
る
、
そ
れ
が
教
育
の

努
力
だ
と
も
言
え
、ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、

そ
の
教
育
の
努
力
が
成
功
し
た
場
合
、

一
つ
の
落
し
穴
が
待
ち
受
け
て
い
る
こ

と
を
銘
記
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
見

え
な
い
は
ず
の
物
事
を
自
分
で
よ
く
見

て
自
力
で
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

は
な
く
て
、
す
ぐ
に
見
え
る
よ
う
に
し

て
も
ら

っ
た
お
陰
で
見
え
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
る

こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
落
し
穴
で
す
。
見

せ
て
も
ら

，
た
お
陰
で
、
容
易
に
見
え

る
よ
う
に
な

っ
た
そ
の
結
果
だ
け
を
身

に
つ
け
て
、
よ
Ｋ
見
え
る
よ
う
に
な

っ

た
積
も
り
で
い
る

「浅
い
見
方
」
に
は
、

苦
労
し
て
自
分
で
よ
く
見
て
、
そ
し
て

自
力
で
見
え
る
よ
う
に
な

っ
た
場
合
の

「深
い
見
方
」
と
は
、ヽ
重
大
な
点
で
違

い
を
生
じ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
か
ら

で
す
。
自
分
で
よ
く
見
て
、
自
力
で
見

え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
原
体
験
は
と

て
も
大
切
で
す
。
子
供

（学
ぶ
人
）
の

教
育
に
お
い
て
は
、
確
か
に
、　
一
方
で

は
、
日
に
見
え
な
い
物
事
を
子
供
に
容

易
に
よ
く
見
え
る
よ
う
に
し
て
見
せ
る

努
力
が
大
切
で
す
。
し
か
し
、
他
方
で

は
、
見
え
な
い
物
事
を
す
ぐ
容
易
に
は

見
え
る
よ
う
に
は
し
な
い
で
、
子
供
と

一
緒
に
丁
寧
に
見
て
、
子
供
が
苦
労
し

て
自
力
で
見
え
る
よ
う
に
な
る
経
験
を

注
意
深
く
用
意
す
る
こ
と
も
と
て
も
大

切
で
す
。
そ
れ
は
、　
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で

一
気
に
山
の
頂
上
に
連
れ
て
行

っ
て
も

ら

っ
て
山
に
登

っ
た
と
い
う
の
と
、
自

分
の
足
で

一
歩

一
歩
を
踏
み
締
め
て
頂

上
ま
で
登

っ
た
と
い
う
の
と
の
違
い
と

も
言
え
ま
す
。
た
し
か
に
、
す
べ
て
の

物
事

の

「見
る
」
に
つ
い
て
い
わ
ば

「自
力
で
登
る
」
こ
と
は
不
可
能
で
す
。

文
化
の
伝
承
と
は
、
そ
も
そ
も
、
す
べ

て
の
物
事
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
苦
労

す
る
こ
と
を
免
れ
さ
せ
て
く
れ
る
、
先

人
た
ち
の
苦
労
の
お
陰
に
よ
る
恩
恵
で

も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
ま
た
、　
一
つ
で

も
手
つ
で
も
、
そ
う
い
う

「自
力
の
登

山
」
の
経
験
を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な

苦
労
が
あ
り
得
る
こ
と
を
覚
る
こ
と
、

先
人
に
よ
る
恩
恵
を
至
る
と
こ
ろ
に
感

じ
る
こ
と
、
苦
労
し
た
時
の
見
え
方
は

し
な
か

っ
た
時
の
見
え
方
と
は
異
な
る

の
だ
と
い
う
こ
と
を
覚

り
、
自
分
自
身

に

「見
る
」
の
限
界
を
知
り
、
「浅
い
見

方
」
と

「深
い
見
方
」
と
の
区
別
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
そ
し
て
、
自

分
が
全
て
の
こ
と
を
見
て
い
る
訳
で
も

深
く
見
て
い
る
訳
で
も
な
い
と
い
う
こ

と
を
自
覚
し
て
、
謙
虚
に
な

っ
て
行
く

と
い
う
在
り
方
を
す
る
こ
と
、
そ
れ
が

教
育
の
な
か
で
育
て
ら
れ
る
べ
き
人
間

の
在
り
方
と
し
て
大
事
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
斎
藤
喜
博
先
生
の
言
葉

「謙
虚
と
は
よ
く
見
る
こ
と
で
す
」
は
、

そ
の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
の
だ
、
と
も

思
わ
れ
る
の
で
す
。

「見
る
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
と

「見

る
」
を
生
き
る
こ
と

以
上
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
「見
る
」

を
語
る
の
と

「見
る
」
を
生
き
る
の
と

は
、
異
な
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、
こ
の
会
場
に
お
い
て
、

簡
単
な

「見
る
」
を
共
に
生
き
る
こ
と

を
実
際
に
試
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

［あ
る
曖
味
な
絵
画
に
つ
い
て
］
そ
こ

）

に
何
が
描
か
れ
て
い
る
か
、
す
ぐ
に
見

え
る
よ
う
に
な

っ
た
人
が
い
ら

っ
し
ゃ

い
ま
す
。
し
か
し
、
な
か
な
か
見
え
る

よ
う
に
な
ら
な
い
人
も
、
い
ら

っ
し
ゃ

い
ま
す
。
見
え
る
よ
う
に
な

っ
た
人
の

言
葉
の
お
陰
で
、
見
え
る
よ
う
に
な
る

人
も
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
よ
り

一
層
詳

し
い
説
明
に
よ

っ
て
、
し
ば
ら
く
し
て
、

や

っ
と
見
え
る
よ
う
に
な
る
人
も
あ
り

ま
す
。
こ
う
し
て
、
こ
の
場

で

「
見

る
」
を
生
き
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「ぎ

ょ
う
」
Ｌ

「ご
う
」
の
授
受
、
「授
業
」

が
営
ま
れ
た
こ
Ｌ
に
な
り
ま
す
。

「
子
供

『
を
』

見

る
」

と

「
子
供

『
と
』
見
る
」

物
事
を
見
る
こ
と
に
つ
い
て
話
し
て

参
り
ま
し
た
が
、
教
育
に
お
い
て
大
事

な
の
は
人
間
を
見
る
こ
と
で
す
。
で
は
、

）
「人
間
を
見
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と

で
し
よ
う
か
。
例
え
ば
、
「
子
供
を
見

る
」
と
い
う
時
に
、
私
た
ち
は
、
子
供

「を
」
（対
象
と
し
て
）
見
て
い
れ
ば
、

そ
れ
で
十
分
に
子
供
を
見
て
い
る
の
だ

と
つ
い
思

っ
て
し
ま
い
勝
ち
で
す
。
し

か
し
、
人
間
を
見
る
の
は
、
対
象
的
に

物
事
を
見

る
の
と

は
異
な
り
ま
す
。

「子
供
は
実
存
し
て
い
る
」
か
ら
で
す
。

「子
供
を
見
る
」
と
は
、
子
供

「と
」

（共
に
）
見
る
こ
と
な
の
で
す
。

つ
ま

り
、
子
供
と

一
緒
に
な

っ
て
子
供
が
見

て
い
る
よ
う
に
物
事
を
見
る
こ
と
、
世

情報。文化の創造に挑戦する一―
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=日=瓢
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界
を
生
き
る
こ
と
、
そ
れ
が
、
「子
供

を
見
る
」
こ
と
な
の
で
す
。
こ
の
洞
察

が
、
教
育
に
お
い
て
は
、
極
め
て
大
事

だ
と
私
は
考
え
ま
す
。

例
え
ば
、
こ
こ
に

一
つ
の
単
純
な
幾

何
学
的
な
図
形
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
大
人
の
大
多
数
は
こ
れ
は
何
を

描
い
た
図
形
で
あ
る
と
見
る
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
お
年
寄
り
だ
っ
た
ら
ど
う

で
し
ょ
う
か
。
若
い
女
性
で
し
た
ら
ど

う
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
幼
い
子
供

で
は

一
体
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
子
供
は
、

大
人
と
は
全
ぐ
違

っ
た
見
方
を
す
る
こ

と
が
あ
る
の
で
す
。
で
は
、
そ
の
子
供

の
見
方
で
、
子
供
と

一
緒
に
な
っ
て
、

子
供
の
よ
う
に
な

っ
て
、
見
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
子
供
と

一
緒
に

な

っ
て
子
供
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で

き
た
時
に
、
「子
供

『と
』
（共
に
）
見

る
」
こ
と
に
よ
っ
て

「子
供
を
み
る
」
、

子
供
の
生
き
ら
れ
た
世
界
の
一
端
を
か

い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
な
る

の
で
す
。
子
供
の
見
方
を
私
た
ち
大
人

は
な
か
な
か
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
。
で
も
、
「
い
つ
ま
で
も
子

供
ご
こ
ろ
を
失
わ
ず
に
い
る
大
人
こ
そ

正
真
正
銘
の
大
人
で
あ
る
」
（内
藤

濯
）
と
言
い
ま
す
¨
「子
供

『と
』
わ
か

る
」
こ
と
を
通
し
て

「子
供

『を
』
わ

か
る
」
こ
と
は
、
私
た
ち
が

「偽
の
大

人
」
か
ら

「本
物
の
大
人
」
に
育
つ
道

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ル
ボ
ワ
イ
エ
ー
ル
が

「赤
ち
ゃ
ん
を
見

る
」ル

ボ
フ
イ

エ
ー
ル
と
い
う
フ
ラ
ン
ス

の
産
科
医
は
、　
一
枚
の
写
真
を
示
し
て

こ
う
問
う
て
い
ま
す
。
ア
」
の
写
真
に

奇
妙
な
と
こ
ろ
は
な
い
か
」
と
。
そ
の

写
真
に
は
、
出
産
直
後
の
母
親
と
二
人

の
産
科
医
が
、
逆
さ
吊
り
に
さ
れ
て
泣

き
叫
ん
で
い
る
赤
ち
ゃ
ん
を
見
て
、
に

こ
に
こ
と
笑

っ
て
い
る
写
真
で
す
。

「元
気
な
赤
ち
ゃ
ん
で
よ
か

っ
た
」
と

い
う
訳
で
す
。
ど
こ
で
も
見
ら
れ
る
こ

の
情
景
が
非
常
に
奇
妙
で
あ
る
、
と
ル

ボ
ワ
イ

エ
ー
ル
は
見
ま
し
た
。
な
ぜ
な

ら
、
い
た
い
け
な
生
ま
れ
た
ば
か
り
の

赤
ち
ゃ
ん
が
苦
悩
に
全
身
を
打
ち
震
わ

せ
、
顔
の
表
情
を
歪
め
て
泣
き
叫
ん
で

い
る
の
に
、
心
を
痛
め
心
配
す
べ
き
周

り
の
大
人
た
ち
が
に
こ
に
こ
と
笑

っ
て

い
る
情
景
だ
と
ル
ボ
ワ
イ

エ
ー
ル
の
目

に
は
映

っ
た
か
ら
な
の
で
す
。
そ
こ
か

ら
彼
は
、
赤
ち
ゃ
ん
の
苦
悩
を
取
り
除

き
、
赤
ち
ゃ
ん
を

「わ
た
し
た
ち
の
世

界

へ
や

っ
て
く
る
使
者
を
迎
え
る
に
ぶ

さ
わ
し
い
敬
意
を
払

っ
た
」
出
産
の
方

法
、
「暴
力
な
き
出
産
」
を
考
案
し
た

の
で
し
た
。
ル
ボ
ワ
イ

エ
ー
ル
は
、
自

ら
赤
ち
ゃ
ん
に
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
し
た
赤
ち
ゃ
ん
を

「見
た
」
の
で
す
。
「赤
ち
ゃ
ん

『と
』

共
に
見
る
」
こ
と
を
通
し
て
、
「見
え

な
い
」
故
に
残
酷
な

「常
識
の
見
方
〓

）

と
は
異
な

っ
て
、
あ
り
の
ま
ま
の

「赤

ち
ゃ
ん
を
見
た
」
の
で
す
。
２
口
田
章

宏

「現
象
学
的
心
理
学
の
子
ど
も
の
理

解
　
赤
ち
ゃ
ん
の
誕
生
体
験
」
、
『新
し

い
子
供
学
　
第
三
巻
　
子
ど
も
と
は
』

海
鳴
社
、　
一
九
八
六
、
参
照
）

そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て

る
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
。
「
ル
ボ

ワ

イ

エ
ー
ル
は
何
を
見
て
い
た
の
か
」
と

い
う
問
い
で
す
。
ル
ボ
ワ
イ

エ
ー
ル
は

赤
ち
ゃ
ん
を
見
て
い
た
、
し
か
し
、
赤

ち
ゃ
ん
に
な

っ
て
、
赤
ち
ゃ
ん
と
共
に

世
界
を
見
て
い
た
、
そ
れ
が

一
つ
の
答

え
で
し
ょ
う
。
で
は
、
私
た
ち
が
、　
ル

ボ
ワ
イ
エ
ー
ル
と
い
う

一
人
の

「人
間

を
見
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
と
理

解

で
き

る
で
し

ょ
う
か
。
「
そ

の
人

『
を
』
見
る
」
に
留
ま
ら
ず
、
「そ
の
人

『と
』
共
に
見
る
」
こ
と
だ
、
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
人
が
ど

の
よ
う
な
世
界
に
生
き
て
い
て
、
そ
し

て
、
物
事
を
、
た
と
え
ば
赤
ち
ゃ
ん
の

泣
き
叫
ぶ
姿
を
、
ど
う
見
て
い
る
か
、

そ
れ
を

「共
に
見
る
」
こ
と
、
そ
れ
が
、

ル
ボ
ワ
イ

エ
ー
ル

「そ
の
人
を
見
る
」

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

例
え
ば
、
『
ロ
グ

ン
の
言
葉
抄
』
を

読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
芸
術

家

ロ
ダ
ン
に
物
事
が
ど
の
よ
う
に
見
え

て
い
る
か
を
、
そ
の
言
葉
を
通
し
て
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、　
ロ
グ

ン
が
言

っ
て
い
る
よ
う
に
物
事
が
見
え

る
よ
う
に
な

っ
た
と
き
、
「
ロ
グ

ン

『と
』
共
に
見
る
」
こ
と
を
通
し
て
、

「
ロ
ダ
ン

『を
』
見
る
」
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

「自
己
を
見
る
」
と

「世
界
を
見
る
」

芦
田
恵
之
助
の

「読
む
と
は
自
己
を

読
む
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
起
こ

し
ま
す
。
「人
を
見
る
」
と
か

「人
間
を

理
解
す
る
」
と
は
、
そ
の
人
が
物
事
を

ど
の
よ
う
に
見
て
い
て
、
ど
の
よ
う
な

「生
き
ら
れ
た
世
界
」
に
住
み
込
ん
で

い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
す
。
す
る

と
、
「私
を
理
解
す
る
」
と
い
う
こ
と

は
、
私
が
物
事
を
ど
う
見
て
い
て
、
ど

の
よ
う
な

「生
き
ら
れ
た
世
界
」
に
住

み
込
ん
で
い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
だ
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

「
見
る
』
と
は
自
己
を

『見
る
』
こ
と

だ
」
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
来
ま
す
。

つ
ま
り
、
物
事
を
見
る
こ
と
は
、
そ
の

よ
う
に
物
事
を
見
て
い
る
私
自
身
を
見

て
い
る
こ
と
、
私
が
ど
の
よ
う
な
人
間

で
あ
る
か
を
見
て
い
る
こ
と
な
の
だ
、

と
い
う
こ
と
が
見
え
て
来
ま
し
ょ
う
。

我
々
が
世
界
を
観
察
す
る
と
き
、
我
々

は
そ
こ
に
我
々
自
身
を
見
て
い
る
の
だ
、

と
い
う
洞
察
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く

る
わ
け
で
す
。

沈
黙
し
瞑
目
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
、

こ
の
広
大
無
辺
の
大
宇
宙
で
、
唯

一
無

）

二
の
実
存
で
あ
る
私
の
独
自
な
世
界
と

対
面
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
り
の

ま
ま
の
自
分
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
で

す
。
そ
し
て
、
自
分
を
よ
く
見
る
こ
と

を
学
べ
ば
、
他
者
に
つ
い
て
も
、
他
者

の
生
き
ら
れ
た
世
界
に
つ
い
て
も
、
次

第
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。

そ
し
て
、
互
い
に
異
な
る

「生
き
ら
れ

た
世
界
」
に
住
む

一
人
ひ
と
り
が
、

「対
決
し
交
流
し
」
、
「共
に
流
れ
」
「共

に
育
ち
」
、
「共
に
生
き
」
互
い
に
異

な
っ
た
物
事
の
見
え
方
を
共
有
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
皆
が
そ
れ
ぞ
れ
豊
か
な

世
界
を
育
て
て
行
く
。
そ
れ
が

「教
育

――
共
育
」
で
あ
り
、
「授
業
」
の
営
み
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

視
聴
覚
教
育
は

「可
視
化
」
を
通
じ

て
の

「能
視
化
」
の
教
育
で
あ
り
ま
す
。

見
え
な
か
っ
た
物
事
を
見
え
る
よ
う
に

す
る

「共
育
――
教
育
」
の
営
み
で
す
。

視
聴
覚
教
育
の
専
門
家
の
方
々
大
勢
の

前
で
、
視
聴
覚
教
育
そ
の
も
の
に
つ
い

て
論
じ
る
の
は
少
々
恥
ず
か
し
か
っ
た

も
の
で
す
か
ら
、
「見
る
」
と

「見
え

る
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
お
許
し
を

乞
い
、
何
か
の
ご
参
考
に
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
願
い
ま
し
た
。
ご
静
聴
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（平
成
四
年

一
〇
月
二
二
日
、
午
前

一

〇
時
三
〇
分

，
正
午
、
山
口
県
教
育
会

館
ホ
ー
ル
に
於
て
）


