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一
人
の
教
育
と
一
国
の
教
育
と
は
自おの
ず
か
ら
区
別
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
一

人
の
教
育
と
は
、
親
た
る
者
が
我
が
子
を
教
う
る
こ
と
な
り
。
一
国
の
教
育

と
は
、
有
志
有
力
に
し
て
世
の
中
の
事
を
心
配
す
る
人
物
が
、
世
間
一
般
の

有
様
を
察
し
て
教
育
の
大
意
方
向
を
定
め
、
以
て
普
あ
ま
ねく
後
進
の
少
年
を
導
く

こ
と
な
り
。

　
父
母
の
職
分
は
、
子
を
生
ん
で
こ
れ
に
衣
食
を
与
う
る
の
み
に
て
は
、
未

だ
そ
の
半
ば
を
も
尽
し
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
を
生
み
、
こ
れ
を
養
い
、

こ
れ
を
教
え
て
一
人
前
の
男
女
と
な
し
、
二
代
目
の
世
に
お
い
て
世
間
有
用

の
人
物
た
る
べ
き
用
意
を
な
し
、
老
少
交
代
し
て
こ
そ
、
始
め
て
人
の
父
母

た
る
の
名
義
に
恥
ず
る
こ
と
な
き
を
得う
べ
き
な
り
。
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故
に
子
を
教
う
る
が
た
め
に
は
労
を
憚
は
ば
かる
べ
か
ら
ず
、
財
を
愛いと
し
む
べ
か

ら
ず
。
よ
く
そ
の
子
の
性
質
を
察
し
て
、
こ
れ
を
教
え
こ
れ
を
導
き
、
人
力

の
及
ぶ
所
だ
け
は
心
身
の
発
生
を
助
け
て
、
そ
の 

天  

稟 

て
ん
ぴ
ん

に
備
え
た
る
働
き

の
頂
上
に
達
せ
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
概
し
て
い
え
ば
父
母
の
子
を
教
育
す

る
の
目
的
は
、
そ
の
子
を
し
て
天
下
第
一
流
の
人
物
、
第
一
流
の
学
者
た
ら

し
め
ん
と
す
る
に
あ
る
べ
き
な
り
。

　
あ
る
人
云いわ
く
、
父
母
の
至
情
、
誰たれ
か
そ
の
子
の
上
達
を
好
ま
ざ
る
者
あ
ら

ん
や
、
そ
の
人
物
た
ら
ん
を
欲
し
、
そ
の
学
者
た
ら
ん
を
願
い
、
終つい
に
事
実

に
お
い
て
然しか
ら
ざ
る
は
、
父
母
の
こ
れ
を
欲
せ
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
他
に
千
種

万
状
の
事
情
あ
り
て
、
こ
れ
に
妨
げ
ら
る
れ
ば
な
り
、
故
に
子
を
教
育
す
る

の
一
事
に
つ
い
て
は
、 

只  

管 

ひ
た
す
ら

父
母
の
無
情
を
咎とが
む
べ
か
ら
ず
と
。
こ
の
説
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あ
る
い
は
然
ら
ん
。  

禽    

獣  

き
ん
じ
ゅ
う

な
お
そ
の
子
を
愛
す
、
い
わ
ん
や
人
類
に
お

い
て
を
や
。
天
下
の
父
母
は
必
ず
そ
の
子
を
愛
し
て
そ
の
上
達
を
願
う
の
至

情
あ
る
べ
し
と
い
え
ど
も
、
今
日
世
上
一
般
の
事
跡
に
顕あら
わ
れ
た
る
実
際
を

見
れ
ば
、
子
を
取
扱
う
の
無
情
な
る
こ
と
鬼
の
如
く
蛇
の
如
く
、
こ
れ
を
鬼

父
蛇
母
と
称
す
る
も
妨
げ
な
き
者
甚
は
な
はだ
多
し
。
あ
る
い
は
そ
の
鬼
た
り
蛇
た

る
の
際
に
も
、
自おの
ず
か
ら
父
母
の
至
情
を
存
す
る
と
い
わ
ん
か
、
有
情
を
以

て
無
情
の
事
を
行
え
ば
、
余
輩
は
結
局
そ
の
情
の
あ
る
所
を
知
ら
ざ
る
な
り
。

　
教
う
る
よ
り
も
習
い
と
い
う
諺
こ
と
わ
ざあ
り
。
け
だ
し
習
慣
の
力
は
教
授
の
力
よ

り
も
強
大
な
る
も
の
な
り
と
の
趣
意
な
ら
ん
。
子
生
ま
れ
て
家
に
あ
り
、
そ

の
日
夜
見
習
う
所
の
も
の
は
、
父
母
の  
行    
状  
ぎ
ょ
う
じ
ょ
う
と
一
般
の
家
風
よ
り
ほ
か

な
ら
ず
。
一
家
の
風
は
父
母
の
心
を
以
て
成
る
も
の
な
れ
ば
、
子
供
の
習
慣
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は
全
く
父
母
の
一
心
に
依
頼
す
る
も
の
と
い
う
て
可
な
り
。
故
に
一
家
は
習

慣
の
学
校
な
り
、
父
母
は
習
慣
の
教
師
な
り
。
而
し
こ
うし
て
こ
の
習
慣
の
学
校
は
、

教
授
の
学
校
よ
り
も
更
に
有
力
に
し
て
、
実
効
を
奏
す
る
こ
と
極
め
て
切
実

な
る
も
の
な
り
。
今
こ
の
教
師
た
る
父
母
が
、
子
供
と
共
に
一
家
内
に
眠
食

し
て
、
果
た
し
て
恥
ず
る
も
の
な
き
か
。
余
輩
こ
れ
を
保
証
す
る
こ
と
能あた
わ

ず
。
前
夜
の
酒
宴
、
深
更
に
及
び
て
、
今
朝
の
眠
り
、
八
時
を
過
ぎ
、
床
の

内
よ
り
子
供
を
呼
び
起
こ
し
て
学
校
に
行
く
を
促
す
も
、
子
供
は
そ
の 

深  

し
ん
せ

切 つ
に
感
ず
る
こ
と
な
か
る
べ
し
。
妓
楼
ぎ
ろ
う
酒
店
の
帰
り
に
い
さ
さ
か
の
土
産

を
携
え
て
子
供
を
悦
よ
ろ
こば
し
め
ん
と
す
る
も
、
子
供
は
そ
の
至
情
に
感
ず
る
よ

り
も
、
か
え
っ
て
土
産
の
出
処
を
内
心
に 
穿  
鑿 
せ
ん
さ
く

す
る
こ
と
あ
る
べ
し
。
こ

の
他
な
お
細
か
に
吟
味
せ
ば
、 

蓄  

妾  

淫  
奔 

ち
く
し
ょ
う
い
ん
ぽ
ん
・
遊 

冶 

放 

蕩 
ゆ
う
や
ほ
う
と
う

、
口
に
い
い
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紙
に
記
す
に
忍
び
ざ
る
の
事
情
あ
ら
ん
。
こ
の
一
家
の
醜
体
を
現
に
子
供
に

示
し
て
、
明
ら
か
に
こ
れ
に
傚なら
え
と
口
に
唱
え
ざ
る
も
、
そ
の
実
は
無む
辜こ
の

小
児
を
勧
め
て
醜
体
に
導
く
も
の
な
り
。
こ
れ
を
譬たと
え
ば
、
毒
物
を
以
て
直
じ
か

に
こ
れ
を
口
に
喰く
ら
わ
し
め
ず
し
て
、
そ
の
毒
を
瓦ガ
斯ス
に
製
し
空
気
に
混
じ

て
吸
入
せ
し
む
る
が
如
し
。
こ
れ
を
無
情
と
い
わ
ざ
る
を
得
ん
や
。
鬼
蛇
の

名
称  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

な
か
る
べ
し
。

　
ま
た
一
種
の
主
人
あ
り
。
こ
れ
を
公
務
家
と
名
づ
く
。
甚
だ
し
き 

遊  

蕩 

ゆ
う
と
う

の
沙
汰
は
聞
か
れ
ざ
れ
ど
も
、
と
か
く
物
事
の
美
大
を
悦
び
、
衣
服
を
美
に

し
、 

器  

什 

き
じ
ゅ
う

を
飾
り
、
出いず
る
に
車
馬
あ
り
、
居お
る
に
美
宅
あ
り
。
世
間
の
交

際
を
重
ん
ず
る
の
名
を
以
て
、 

附  

合 

つ
き
あ
い

の
機
に
乗
ず
れ
ば 

一  

擲  

千  

金 

い
っ
て
き
せ
ん
き
ん

も

ま
た
愛お
し
ま
ず
。
官
用
に
も
せ
よ
商
用
に
も
せ
よ
、
す
べ
て
戸
外
公
共
の
事

7



に
忙
し
く
し
て
家
内
を
顧
み
る
に
遑
い
と
まあ
ら
ず
。
外
に
は 

活  

溌 

か
っ
ぱ
つ

に
し
て
内
に

は
懶
惰
ら
ん
だ
、
台
所
の
有
様
を
知
ら
ず
、
玄
関
の
事
情
を
知
ら
ず
、
子
供
の
何
を

喰
ら
い
何
を
着
る
を
知
ら
ず
、
家
族
召
使
の
何
を
楽
し
み
何
を
苦
し
む
を
知

ら
ず
。
早
朝
に
家
を
出
て
夜
に
入
ら
ざ
れ
ば
帰
ら
ず
。
あ
る
い
は
夜
分
に
外

出
す
る
こ
と
あ
り
、
不
意
に
旅
行
す
る
こ
と
あ
り
。
主
人
は
客
の
如
く
、
家

は
旅
宿
の
如
く
、
か
つ
て
家
族 

団  

欒 

だ
ん
ら
ん

の
楽
し
み
を
共
に
し
た
る
こ
と
な
し
。

用
向
き
の 

繁  

劇 

は
ん
げ
き

な
る
が
た
め
に
、
三
日
父
子
の
間
に
言
葉
を
交
え
ざ
る
は

珍
し
き
こ
と
に
あ
ら
ず
。
た
ま
た
ま
そ
の
言
を
聞
け
ば
、
遽
に
わ
かに
子
供
の
挙
動

を
皮
相
ひ
そ
う
し
て
こ
れ
を
叱
咤
し
っ
た
す
る
に
過
ぎ
ず
。
然
る
に
主
人
の 

口  

吻 

こ
う
ふ
ん

は
常
に

家
内
安
全
を
主
と
し
質
素
正
直
を
旨
と
し
、
そ
の
説
教
を
聞
け
ば
す
こ
ぶ
る

愚
な
ら
ず
し
て
味
あ
る
が
如
く
な
れ
ど
も
、
最
大
有
力
の
御
用
向
き
か
ま
た
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は
用
向
き
な
る
も
の
に
逢
え
ば
、
平
生
の
説
教
も
忽
た
ち
まち
勢
力
を
失
い
、
銭
を

費
や
す
も
勤
め
な
り
、
車
馬
に
乗
る
も
勤
め
な
り
、
家
内
に
病
人
あ
る
も
勤

め
の
身
な
れ
ば
こ
れ
を
捨
て
て
出
勤
せ
ざ
る
を
得
ず
、
終
日
の
来
客
も
随
分

家
内
の
煩
雑
な
れ
ど
も
、
勤
め
の
家
な
れ
ば
止や
む
こ
と
を
得
ず
、
酒
を
飲
む

も
勤
め
の
身
、
不
養
生
も
勤
め
の
身
、
な
お
甚
だ
し
き
は
、
偽
を
行
い
虚
を

言
う
も
勤
め
の
箇
条
に
入
る
こ
と
あ
り
。
こ
の
家
の
趣
を
概
し
て
い
え
ば
、

戸
外
の
公
務
に
最
大
の
権
力
を
占
め
ら
れ
て
、
家
内
の
事
務
は
そ
の
力
を
伸

ぶ
る
を
得
ず
。
外
を
以
て
内
を
制
し
、
公
を
以
て
私
を
束
縛
す
る
も
の
と
い

う
べ
し
。

　
こ
の
悪
風
の
弊
害
は
、
決
し
て
一
家
の
内
に
止とど
ま
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
そ

の
波
及
す
る
所
、
最
も
広
く
し
て
か
つ
大
な
り
。
こ
こ
に
そ
の
一
を
述
べ
ん
。
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か
の
政
談
家
の
常
に
患うれ
え
る
所
は
、
結
局
民
権
退
縮
・
専
制
流
行
の
一
箇
条

に
あ
り
。
い
か
に
も
人
間
社
会
の
一
大
悪
事
に
し
て
、
こ
れ
を
救
わ
ん
と
す

る
の
議
論
は
誠
に
貴
ぶ
べ
し
と
い
え
ど
も
、
未
だ
よ
く
こ
の
悪
事
の
原
因
を

求
め
尽
し
た
る
者
に
あ
ら
ざ
る
が
如
し
。
そ
も
そ
も
一
国
の
政
府
に
も
せ
よ
、

ま
た
会
社
に
も
せ
よ
、
そ
の
処
置
に
専
制
の
行
わ
る
る
は
何
ぞ
や
。
必
ず
し

も
一
人
の
君
主
ま
た
は
頭
取
が
独
り
暴
威
を
逞
た
く
まし
う
し
て
、 

悉  

皆 

し
っ
か
い

他
の
人

民
を
窘くる
し
む
る
が
た
め
に
あ
ら
ず
。  

衆    

庶  

し
ゅ
う
し
ょ

の
力
を
集
め
て
こ
れ
を
政
府

と
な
し
ま
た
は
会
社
と
名
づ
け
、
そ
の
集
ま
り
た
る
勢
力
を
以
て
各
個
人
の

権
を
束
縛
し
、
以
て
そ
の
自
由
を
妨
ぐ
る
も
の
な
り
。
こ
の
勢
力
を
名
づ
け

て
政
府
の
御
威
光
ま
た
は
会
社
の
力
と
い
い
、
こ
の
勢
力
を
以
て
行
う
所
の

事
を
名
づ
け
て
政
府
の
事
務
ま
た
は
会
社
の
事
務
と
い
う
。
即
ち
公
務
な
り
。
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こ
の
公
務
を
取
扱
う
人
を
名
づ
け
て
政
府
の
官
員
ま
た
は
会
社
の
役
員
と
い

い
、
こ
の
官
員
の
理
不
尽
に
威
張
る
も
の
を
名
づ
け
て
暴
政
府
と
い
い
、
役

員
の
理
不
尽
に
威
張
る
も
の
を
暴
会
社
と
い
う
。
即
ち
民
権
の
退
縮
し
て
専

制
の
流
行
す
る
こ
と
な
り
。

　
今
前
条
に
示
し
た
る
家
内
に
返
り
て
こ
れ
を
論
ぜ
ん
。
こ
の
家
内
の
有
様

は
外
を
以
て
内
を
制
し
、
公
を
以
て
私
を
束
縛
す
る
も
の
な
り
。
主
人
の
常

言
に
家
内
安
全
を
主
と
し
質
素
正
直
を
旨
と
す
る
は
す
こ
ぶ
る
有
力
な
る
教

え
に
し
て
、
然しか
も
こ
の
教
え
は
、
世
間
道
徳
の
門
に
お
い
て
も
常
に  

喋    

ち
ょ
う
ち

々  ょう
し
て
人
心
に
浸
潤
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
こ
れ
を
一
般
の
国
教
と
い
う

も
妨
げ
あ
る
こ
と
な
し
。
然
る
に
今
こ
の
家
に
お
い
て
は
斯かか
る
盛
大
な
る
国

教
も
そ
の
力
を
伸
ぶ
る
こ
と
能
わ
ず
し
て
、
戸
外
の
公
務
な
る
も
の
に
逢
え
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ば
忽
た
ち
まち
そ
の
鋒
ほ
こ
さ
きを
挫くじ
き
、
質
素
倹
約
も
顧
み
る
に
遑
い
と
まあ
ら
ず
、
飲
酒
不
養
生

も
論
ず
る
に
余
地
な
く
、
一
家
内
の
安
全
は
挙
げ
て
こ
れ
を
公
務
に
捧
げ
、

遂
に
は
人
間
最
大
一
の
心
得
た
る
真
実
正
直
の
旨
を
も
欠
く
こ
と
な
き
に
あ

ら
ず
。
こ
の
家
の
内
に
養
わ
れ
て
こ
の
事
情
を
目
撃
す
る
子
供
に
し
て
、
果

た
し
て
何
ら
の
習
慣
を
成
す
べ
き
や
。
家
内
安
全
を
保
護
す
る
道
徳
の
教
え

も
、
貴
重
は
則
す
な
わち
貴
重
な
れ
ど
も
、
更
に
貴
重
な
る
公
務
に
は
叶かな
わ
ぬ
も
の

な
り
と
て
、
既
に
公
務
に
対
し
て
卑
屈
の
習
慣
を
養
成
し
、
次
い
で
年
齢
に

及
び
て
人
間
社
会
の
一
人
と
な
り
、
戸
外
公
共
の
事
務
を
取
扱
う
の
身
分
と

な
れ
ば
、
生
来
の
習
慣
忽
た
ち
まち
活
動
し
、
公
は
以
て
私
を
束
縛
す
べ
き
も
の
な

り
と
て
憚
は
ば
かる
所
な
き
は
必
然
の
勢
い
な
ら
ず
や
。

　
今
の
政
談
家
は
今
日
世
間
に
専
制
の
流
行
す
る
を
察
し
、
そ
の
原
因
を
今
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日
に
求
め
て
今
日
に
こ
れ
を
救
わ
ん
と
欲
す
る
が
如
く
な
れ
ど
も
、
け
だ
し

そ
の
眼
力
よ
く
外
に
達
し
て
か
え
っ
て
内
を
見
ざ
る
も
の
と
い
う
べ
し
。
人

間
社
会
は
家
内
の
集
ま
り
た
る
も
の
な
り
、
そ
の
悪
事
の
元
素
は
早
く
家
内

に
あ
り
て
存
す
る
も
の
な
り
。
家
内
は
社
会
の
学
校
な
り
、
社
会
に
あ
り
て

専
制
を
働
く
者
は
、
こ
の
学
校
の
卒
業
生
な
り
。
故
に
曰いわ
く
、
社
会
の
有
様

を
改
革
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
先
ず
そ
の
学
校
を
改
革
す
べ
き
な
り
。

　
前
条
に
記
し
た
る
鬼
蛇
父
母
な
り
、
ま
た
公
務
家
な
り
、
い
や
し
く
も
上

等
社
会
に
列
し
て
銭
に
不
自
由
な
き
人
な
れ
ば
、
そ
の
子
に
学
問
を
教
え
ん

と
欲
せ
ざ
る
者
な
し
。
而
し
こ
うし
て
そ
の
こ
れ
を
教
う
る
の
方
法
如
何
い
か
ん
を
聞
け
ば
、

学
校
に
寄
宿
せ
し
め
た
り
と
て
い
か
に
も
安
心
せ
る
も
の
の
如
し
。
案
ず
る

に
こ
の
輩
は
、
学
問
は
数
を
学
び
文
字
を
知
る
こ
と
と
心
得
て
、
知
字
は
た
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だ
学
問
の
一
部
分
た
る
の
旨
を
忘
れ
た
る
こ
と
な
ら
ん
。
知
ら
ず
や
、
習
慣

の
力
は
教
授
の
力
よ
り
も
大
な
る
を
。
知
ら
ず
や
、
子
供
は
家
に
あ
り
て
早

く
そ
の
習
慣
を
成
す
も
の
な
る
を
。
知
ら
ず
や
、
父
母
の
教
え
は
学
校
教
師

の
教
え
よ
り
も 
深  

切 
し
ん
せ
つ

な
る
を
。
余
輩
断
じ
て
い
わ
ん
、
家
に
財
あ
り
、
父

母
に
才
学
あ
ら
ば
、
十
歳
前
後
の
子
を
今
の
学
校
に
入
る
る
べ
か
ら
ず
、
ま

た
こ
れ
を
他
人
に
託
す
べ
か
ら
ず
、
仮た
令と
い
あ
る
い
は
学
校
に
入
れ
他
人
に

託
す
る
も
、
全
く
こ
れ
を
放
ち
て
父
母
教
育
の
関
係
を
絶
つ
べ
か
ら
ず
と
。

然
り
と
い
え
ど
も
実
際
に
お
い
て
人
の
家
に
は
種
々
様
々
の
事
情
あ
り
て
、

必
ず
し
も
こ
の
言
の
如
く
行
わ
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
余
輩
も
ま
た
敢
え

て
こ
れ
を
強し
い
ん
と
す
る
に
あ
ら
ず
。
た
だ
今
の
世
に
士
君
子
と
い
う
べ
き

人
が
、
そ
の
子
を
学
校
に
入
れ
た
る
趣
意
を
述
べ
て
口
実
に
設
く
れ
ど
も
、
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か
つ
て
そ
の
趣
意
の
立
た
ざ
る
も
の
多
き
を
疑
う
て
こ
れ
を
咎とが
む
る
の
み
。

　
そ
の
口
実
に
云いわ
く
、
内
外
多
用
な
る
が
故
に
子
を
教
う
る
の
暇
い
と
まな
し
と
。

内
外
の
用
と
は
何
事
を
指
し
て
い
う
か
。
官
の
用
か
、
商
売
の
用
か
。
そ
の

用
の
価
あ
た
いは
子
を
養
教
す
る
の
用
に
比
較
し
て
綿
密
に
軽
重
を
量
り
た
る
か
。

甚
だ
疑
う
べ
し
。

　
ま
た
口
実
に
云
く
、
戸
外
の
用
も
内
実
は
好
む
所
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
こ

の
用
に
従
事
せ
ざ
れ
ば
銭
を
得
ず
、
銭
な
け
れ
ば
家
を
支
う
る
を
得
ず
、
子

供
を
棄す
て
て
学
校
に
入
れ
た
る
は
止や
む
を
得
ざ
る
の
事
情
な
り
と
。
こ
の
言

は
や
や
人
情
に
近
き
が
如
く
な
れ
ど
も
、
元
来
そ
の
家
と
は
い
か
な
る
家
か
。

こ
れ
を
支
え
ん
と
し
て
求
む
る
所
の
銭
の
高
は
、
正
し
く
生
活
の
需
用
に
適

し
て
余
り
な
き
も
の
か
。
あ
る
い
は
千
円
の
歳
入
を
六
百
円
に
減
じ
、
質
素
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に
家
を
支
え
て
兼
ね
て
余
暇
を
取
り
、
子
を
教
う
る
の
機
会
は
な
き
や
。
こ

の
機
会
を
得
ん
と
し
て
か
つ
て
試
み
た
る
こ
と
あ
り
や
。
甚
だ
疑
う
べ
し
。

　
ま
た
口
実
に
云いわ
く
、
家
に
余
財
な
き
に
あ
ら
ず
、
身
に
余
暇
な
き
に
あ
ら

ざ
れ
ど
も
、
如
何
い
か
ん
せ
ん
、
才
学
を
以
て
人
を
教
う
る
に
足
る
な
し
、
子
を
学

校
に
託
す
る
は
身
に
才
な
き
が
た
め
な
り
と
。
こ
の
口
実
も
一
応
も
っ
と
も

な
る
に
聞
こ
ゆ
れ
ど
も
、 
到  

底 
と
う
て
い

許
す
べ
か
ら
ざ
る
の
遁
辞
と
ん
じ
の
み
。
身
に
覚

え
た
る
才
学
な
し
と
い
う
か
。
け
だ
し
多
く
文
字
を
知
ら
ざ
る
こ
と
な
ら
ん
。

さ
れ
ど
も
子
供
の
教
育
に
文
字
を
教
う
る
は
た
だ
そ
の
一
部
分
に
し
て
、
知

字
の
ほ
か
に
眠
食
の
教
え
あ
り
、
坐ざ
作さ
の
教
え
あ
り
、
運
動
の
教
え
あ
り
、

養
生
の
教
え
あ
り
。
こ
れ
ら
の
教
育
に
は
、
父
母
を
除
く
ほ
か
に
更
に
良
き

教
師
を
求
め
ん
と
す
る
も
容
易
に
得
難
き
も
の
に
し
て
、
殊
に
子
供
の
教
育
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に
お
い
て
は
、
十
中
の
七
、
八
に
居お
る
べ
き
大
切
な
る
箇
条
な
り
。
然
る
に

今
た
だ
文
字
を
知
ら
ざ
る
の
一
箇
条
を
以
て
、
他
の
大
切
な
る
箇
条
を
も
挙

げ
て
こ
れ
を
他
人
に
託
す
る
と
は
、
果
た
し
て
何
の
心
ぞ
や
。
試
み
に
思
え
、

古
来 

一 
丁 
字 

い
っ
て
い
じ

を
知
ら
ざ
る
母
が
、
よ
く
そ
の
子
を
育
し
て
遂
に
天
下
の
一

大
家
と
な
し
た
る
者
あ
る
に
あ
ら
ず
や
。
こ
の
母
氏
の
教
育
の
法
を
知
ら
ん

と
欲
せ
ば
、
歴
史
を
開
き
て
比ひ
ひ々

見
る
べ
き
な
り
。

　
右
の
如
く
口
実
を
設
け
て
遁のが
れ
ん
と
す
る
者
は
、
な
お
か
つ
愛
す
べ
し
。

 

滔  

々 

と
う
と
う

た
る
天
下
、
こ
の
口
実
遁
辞
と
ん
じ
を
用
い
る
者
さ
え
も
な
き
世
の
中
な
れ
、

憐
れ
む
べ
き
に
あ
ら
ず
や
。  

畢    
竟  

ひ
っ
き
ょ
う

子
を
学
校
に
入
る
る
者
の
内
心
を
探

り
て
そ
の
真
実
を
丸
出
し
に
す
れ
ば
、
自
分
に
て
子
供
を
教
育
し
こ
れ
に
注

意
す
る
は
面
倒
な
り
と
い
う
に
過
ぎ
ず
。
一
月
七
、
八
円
の
学
費
を
給
し
既
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に
学
校
に
入
る
れ
ば
、
こ
れ
を
放
ち
て
棄
て
た
る
が
如
く
、
そ
の
子
の
何
を

学
ぶ
を
知
ら
ず
、
そ
の  

行    

状  

ぎ
ょ
う
じ
ょ
う
の
い
か
な
る
を
知
ら
ず
、
餅
は
餅
屋
、
酒

は
酒
屋
の
例
を
引
き
、
病
気
に
医
者
あ
り
、
教
育
に
教
師
あ
り
と
て
、
七
、

八
円
の
金
を
以
て
父
母
の
代
人
を
買
入
れ
、
己おの
が
荷
物
を
人
に
負
わ
せ
て
、

本
人
は
得
々
と
し
て
無
上
の
安
楽
世
界
な
る
が
如
し
。
た
ま
た
ま
他
人
の
知

ら
せ
に
よ
っ
て
そ
の
子
の
不
身
持

ふ
み
も
ち

な
ど
の
様
子
を
聞
け
ば
、
こ
れ
を
手
元
に

呼
び
て
厳
し
く
叱
る
の
一
法
あ
る
の
み
。
こ
の
趣
を
見
れ
ば
、
学
校
は
あ
た

か
も
不
用
の
子
供
を
投
棄
す
る
場
所
の
如
し
。
あ
る
い
は
口
調
を
よ
く
し
て

「
学
校
は
い
ら
ぬ
子
供
の
す
て
ど
こ
ろ
」
と
い
わ
ば
な
お
面
白
か
ら
ん
。
斯
か
か

る
有
様
に
て
は
、
仮た
令と
い
そ
の
子
を
天
下
第
一
流
の
人
物
、
第
一
流
の
学
者

た
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
の
至
情
あ
る
も
、
人
に
い
わ
れ
ぬ
至
情
に
し
て
、
お
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そ
ら
く
は
事
実
に
は
行
わ
れ
難
か
ら
ん
。
枯
木
に
花
を
求
む
る
と
は
こ
の
事

な
り
。

　
そ
も
そ
も
前
に
も
い
え
る
如
く
、
余
輩
の
所
見
と
て
必
ず
し
も
天
下
の
父

母
を
し
て 
悉  
皆 
し
っ
か
い

自
ら
そ
の
子
を
教
え
し
め
ん
と
す
る
に
あ
ら
ず
。
た
だ
企き

望ぼう
す
る
所
は
、
仮た
令と
い
そ
の
子
を
学
校
に
入
る
る
に
も
せ
よ
、
あ
る
い
は
自

宅
に
て
教
う
る
に
も
せ
よ
、
家
の
都
合
次
第
、
今
時
の
勢
い
に
て
は
才
学
に

欠
点
な
き
父
母
も
少
な
か
ら
ん
、
あ
る
い
は
家
に
教
師
を
雇
う
べ
き
財
あ
る

者
も
少
な
か
ら
ん
こ
と
な
れ
ば
、
や
は
り
一
時
の
姑
息
こ
そ
く
に
て
、
よ
き
学
校
を

撰えら
び
て
こ
れ
に
入
る
る
よ
り
ほ
か
に
名
案
も
な
か
る
べ
し
と
い
え
ど
も
、
い

ず
れ
に
も
今
少
し
く
父
母
の
心
身
を
労
し
、
今
少
し
く
家
庭
の
教
育
を
貴
き

も
の
と
思
う
て
こ
れ
に
注
意
し
、
教
育
な
る
も
の
の
地
位
を
高
め
て
、
人
事
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の
最
大
箇
条
中
に
あ
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
の
み
。

　
今
そ
の
不
注
意
な
る
証
を
見
ん
と
な
ら
ば
、
世
間
の
事
実
に
お
い
て
明
ら

か
に
知
る
べ
き
も
の
あ
り
。
世
の
士
君
子
、
あ
る
い
は
官
途
に
就つ
く
者
あ
り
、

あ
る
い
は
商
売
に
従
事
す
る
者
あ
り
、
あ
る
い
は
旅
行
す
る
も
の
あ
り
、
あ

る
い
は
転
宅
す
る
も
の
あ
り
。
そ
の
際
に
当
た
り
、
何
ら
の
箇
条
を
枚
挙
し

て
進
退
を
決
す
る
や
。
世
間
よ
く
子
を
教
う
る
の
余
暇
を
得
ん
が
た
め
に
と

て
、
月
給
の
高
き
官
を
辞
し
た
る
者
あ
る
を
聞
か
ず
。
商
売
の
景
気
を
探
ら

ん
た
め
に
奔
走
す
る
者
は
多
け
れ
ど
も
、
子
を
育
す
る
の
良
法
を
求
め
ん
た

め
に
と
て
、
百
里
の
路
を
往
来
し
、
十
円
の
金
を
費
や
し
た
る
者
あ
る
を
聞

か
ず
。
旅
費
の
多
き
旅
行
な
れ
ば
、
千
里
の
路
も
即
日
の
支
度
に
て
出
立
す

れ
ど
も
、
子
を
育
す
る
に
不
便
利
な
り
と
て
、 
一  
夕 
い
っ
せ
き

の
思
案
を
費
や
し
て
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進
退
を
考
え
た
る
者
あ
る
を
聞
か
ず
。
家
を
移
す
に
豆
腐
屋
と
酒
屋
の
遠
近

を
ば
念
を
入
れ
て
吟
味
し
、
あ
る
い
は
近
来
の
流
行
に
て
空
気
の
良
否
な
ど

少
し
く 
詮  
索 
せ
ん
さ
く

す
る
様
子
な
れ
ど
も
、
肺
に
呼
吸
す
る
空
気
を
論
ず
る
を
知

り
て
、
子
供
の
心
に
呼
吸
す
る
風
俗
の
空
気
を
論
ず
る
者
あ
る
を
聞
か
ず
。

世
の
中
に
は
宗
旨
を
信
心
し
て
未
来
を
祈
る
者
あ
り
。
そ
の
目
的
は
死
後
に

極
楽
に
往
生
し
て
い
わ
ゆ
る
「
パ
ラ
ダ
イ
ス
」
の
幸
福
を
享う
け
ん
と
の
趣
意

な
ら
ん
。
深
謀
遠
慮
と
い
う
べ
し
。
さ
れ
ど
も
不
良
の
子
に
窘くる
し
め
ら
る
る

の
苦
痛
は
、
地
獄
の 

呵  

嘖 

か
し
ゃ
く

よ
り
も
苦
し
く
し
て
、
然しか
も
生
前
現
在
の
身
を

以
て
こ
の
呵
嘖
に
当
た
ら
ざ
る
を
得
ず
。
余
輩
敢あ
え
て
人
の
信
心
を
妨
ぐ
る

に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
そ
れ
程
に
ま
で
深
謀
遠
慮
あ
ら
ば
、
今
少
し
く
そ
の

謀
を
浅
く
し
そ
の
慮
を
近
く
し
て
、
目
前
の
子
供
を
教
育
し
、
先
ず
現
世
の
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地
獄
を
遁のが
れ
て
、
然
る
後
に
未
来
の
極
楽
を
も
狙ねら
い
た
き
も
の
と
思
う
な
り
。

　
右
は
一
人
の
教
育
を
論
じ
た
る
も
の
な
り
。
即
ち
上
等
社
会
、
銭
に
不
自

由
な
き
良
家
の
子
供
を
学
者
仕
立
て
に
教
育
す
る
の
心
得
な
れ
ど
も
、
広
き

日
本
国
中
に
子
を
教
育
す
る
た
め
に
余
財
を
貯
え
余
暇
を
有
す
る
者
は
幾
人

も
あ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
の
輩
の
た
め
を
謀はか
れ
ば
、
教
育
の
法
も
上
に
記
す
も

の
と
は
全
く
そ
の
趣
を
異
に
せ
ざ
る
を
得
ず
。
即
ち
編
首
に
い
え
る
如
く
、

一
人
の
教
育
と
一
国
の
教
育
と
区
別
あ
る
所
以
な
り
。
た
だ
し
一
国
教
育
の

事
に
つ
い
て
は
他
日
論
ず
る
所
あ
る
べ
し
。
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